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来
年
は
、
千
葉
東
氏
が
山
田
庄

へ
　

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
の
地
域
は
、

入
部
し
て
か
ら
八
百
年
を
迎
え
ま
す
。
　

北
方
に
鷲
見

一
族
の
鷲
見
郷
、
白
鳥

入
部
の
年
代
説
は
承
久
元
年
・
承
　
町
長
滝
寺
の
寺
領
が
大
部
あ
り
複
雑

久
二
年
。
承
久
三
年

。
承
久
年
中

。
　

な
地
域
と
な

っ
て
い
た
。

承
久
年
中
以
外
等
の
各
説
が
あ
り
ま
　
●

神
社
の
状
況
は

す
が
、
私
は
承
久
三
年
六
月

一
四
日
　
　
入
部
当
時
山
田
庄
内
の
大
和
町
内

の
宇
治
川
の
戦
い
等
で
千
葉

一
族
千
　
に
は
、

葉
胤
行
・
胤
朝
・胤
康
等
が
活
躍
し
、
　

①
島
字
宮
前

・
桑
原
地
内
の
三
ヶ
所

そ
の
功
績
に
よ
り
山
田
庄
が
加
領
さ
　
②
大
間
見
字
為
氏

・
重
光

。
戸
屋
野

れ
た
こ
と
か
ら
、
承
久
三
年

（
一
二
　
地
内
の
三
ヶ
所

二

一
）
承
久
の
乱
を
入
部
八
百
年
の
　
③
中
神
路
地
内
の

一
ヶ
所

根
拠
と
し
て
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
④
下
栗
巣
字
領
家
地
内
の

一
ヶ
所

こ
の
記
念
す
べ
き
八
百
年
を
迎
え
　
⑤
牧
字
森
脇
地
内
の

一
ヶ
所

る
に
当
た

っ
て
、
日
頃
思

っ
て
い
る
　
合
計
九
ヶ
所
の
各
地
に
白
山
神
社
が

こ
と
を
記
述
し
て
み
ま
す
。　
　
　
　
　
四
社
、
八
幡
神
社
が
三
社
、
多
賀
神

●

入
部
前
の
郡
上
と
は
　
　
　
　
　
　
社
及
び
七
大
天
神
社
の
各

一
社
が
鎮

当
時
の
国
土
は
、
律
令
制
度
の
基
　
座
し
て
い
た
。

に
私
有
地
が
認
め
ら
れ
て
い
な
か

っ
　

●

何
故
あ
の
地
に
阿
千
葉
城

た
。
土
地
の
大
部
分
は
、
天
皇
。
公
　
　
山
田
庄
に
先
遣
隊
と
し
て
千
葉

一

家

。
社
寺
領
の
荘
園
と
な

っ
て
い
　
族
の
野
田
左
近
将
監
信
正
を
は
じ
め

た
。
そ
の
中
で
郡
上
山
田
庄
の
荘
園
　
家
臣
団
及
び
そ
の

一
族
の
家
人
約
三

も
天
皇
所
有
で
あ
り
、
持
ち
主
は
待
　
百
人
が
入
部
し
て
い
た
。

賢
門
院
か
ら
上
西
門
院

へ
、
そ
し
て
　
○

疑
間
そ
の

一
何
故
、
剣
の
山

（標

後
白
河
院
の
皇
女
の
宣
陽
門
院

へ
と
　
一畳
二
七
〇

ｍ
）
に
築
城
し
た
の
か

伝
領
さ
れ
て
い
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
当
時
は
北
方
に
は
大
き
な
勢
力
と

荘
園
の
範
囲
は
八
幡
町
の

一
部
、　
　
し
て
、
承
久
の
乱
の
時
に
東
軍
と
し

大
和
町
、
白
鳥
町

・
高
鷲
町
と
推
定
　
て

一
緒
に
戦

っ
た
鷲
見

一
族
の
鷲
見

郷
が
、
越
前
に
は
朝
倉

一
族
が
、
更

に
は
白
鳥
長
滝
寺
が
所
在
し
て
い

た
。そ

の
よ
う
な
厳
し
い
情
勢
の
中
、

北
か
ら
の
備
え
を
重
視
し
た
結
果
と

思
わ
れ
る
。

○

疑
間
二
　
何
故
、
阿
千
葉
城
と
名

付
け
た
の
か

広
辞
苑
で
は
「按
察
使
穴
あ
ぜ
ち
）

奈
良
時
代
に
地
方
政
治
を
監
督
す
る

官
命
、
養
老
三
年
に
特
定
の
国
司
の

兼
任
と
あ
る
。
ま
た

「畦
地
」
（あ

ぜ
ち
）
は
分
家
と
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
千
葉
か
ら
離
れ
た

土
地
と
い
う
意
味
で

「あ
ぜ
ち
」
の

「あ
」
を
と
り
、
阿
千
葉
城
と
し
た

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

○

疑
間
三
　
築
城
の
間
、
胤
行
そ
の

家
臣
団
は
ど
こ
に
居
住
し
て
い
た
の

か
胤
行
は
父
重
胤
と
同
様
に
歌
人
で

あ
り
実
朝
に
信
頼
さ
れ
、
鎌
倉
に
て

実
朝
に
仕
え
て
い
た
。
よ

っ
て
山
田

庄
に
築
城
さ
れ
る
ま
で
は
鎌
倉
に
留

ま

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

家
臣
そ
の
家
人
は
と
い
う
と
、
阿

千
葉
城
近
く
の
剣

ｏ
万
場
、
更
に
落

部
地
区
を
切
り
開
き
等
し
て
郡
内
の

各
地
に
居
住
し
て
い
た
。
『図
説
郡
上

の
歴
史
』
（郡
上
の
諸
侍
）
に
は
侍

の
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

●

何
故
、
篠
脇
城
な
の
か

前
述
の
情
勢
の
中
で
、
阿
千
葉
城

は
出
城
的
な
位
置
に
当
た
る
こ
と
、

城
が
家
臣
団
の
居
住
地
か
ら
離
れ

て
い
た
こ
と
、
生
活
面
で
も
不
便
で

あ

っ
た
こ
と
、
よ

っ
て
安
全
な
要
塞

の
地
を
探
し
た
と
思
わ
れ
る
。

篠
脇
城
と
館
は
東
西
約

一
ｋｍ
、
南

北
約
百

ｍ
の
山
と
川

（栗
巣
川
）
に

囲
ま
れ
、
東
の
山
裾
は
栗
巣
川
の
淵
、

西
山
裾
も
谷
間
と
な

っ
て
お
り
、

七
鈴
五
獣
鏡
と
は

岐
阜
県
指
定
重
要
文
化
財
で
あ
り

六
世
紀
中
頃
（約

一
五
〇
〇
年
前
）
の
も
の

管
理
者
　
徳
永
多
賀
神
社

鏡
は
、
写
真
の
よ
う
に
、
全
体
の
四
分

の

一
が
欠
損
し
て
い
る
。
白
鋼
製
で
、
鏡

面
は
光
沢
の
あ
る
灰
色
を
呈
し
て
お
り
、

文
様
の
あ
る
面
は
外
か
ら
鋸
刃
文
帯
、
連

続
三
角
形
文
帯
、
偽
銘
帯
が
あ
り
、
そ
の

内
側
に
小
さ
な
五
つ
に
乳
と
形
状
不
明
な

五
獣
を
拝
し
て
い
る
。

直
径

一
一
。
四
彙
ン、
周
囲
に
七
つ
の
鈴

が
あ

っ
た
が
、
そ
の
う
ち
三
個
が
欠
け
て

い
る
。
鈴
子
は
小
石
で
、
振
る
と
か
す
か

な
音
を
立
て
る
。
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ま
た
と
な
い
要
塞
の
地
で
あ

っ
た
。

○

何
故
、
篠
脇
城
の
名
称
か

岐
阜
県
無
形
民
俗
文
化
財
と
な

っ
て

い
る

「七
日
祭
り
」
の
音
頭
に

「カ

ミ
ノ
ハ
ヤ
シ
　
ヽヽ
ヽ
ョ
ウ
ケ
ン
ナ
リ
タ

ケ
、
ハ
ヤ
シ
　
ボ
ン
ー
ボ
ン
ー
」
と

あ
る
。

広
辞
典
に

「篠
」
と
は

一
般
的
に

丈
の
低
い
タ
ケ
類
を
い
う
。
山
野
に

群
生
す
る
ク
マ
ザ
サ
等
で
種
類
が
多

い
と
あ
る
。
今
で
も
篠
脇
城
の
登
り

◆

意
義
あ
る
古
今
伝
授
の
里
で

「古
今
伝
授
の
里
」
大
和
町
の
皆
さ

ま
が
、
東
氏
の
歴
史
に
自
信
を
持

っ

て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
と
、
気
持
ち

だ
け
は
込
め
て
講
演
し
ま
し
た
。

山
内

一
豊
夫
人
と
は
、
初
代
郡
上

口
に
は
こ
の
種
の
タ
ケ
が
生
え
て
い

る
。
私
は
当
初
か
ら
篠
脇
と
の
地
名

で
は
な
く
、
タ
ケ
の
群
生
し
て
い
る

土
地
の
脇
に
築
城
し
居
住
の
館
を
建

て
た
か
ら
篠
脇
と
な
っ
た
と
考
え
る
。

以
上
記
述
し
て
み
ま
し
た
が
、
各

資
料
を
読
み
な
が
ら
八
百
年
前
の
先

遣
隊
の
苦
労
が
偲
ば
れ
、
そ
こ
か
ら

大
和
町
の
文
化
的
歴
史
が
作
ら
れ
た

と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

平
成
六
年
土
松
新
逸
さ
ん
ら
の
案

内
で
、
山
内
家
御
当
主
兄
弟
を
古
今

伝
授
の
里
フ
ィ
ー
ル
ド
ミ

ュ
ー
ジ
ア

ム
ヘ
お
連
れ
し
ま
し
た
。
こ
の
時
の

二
人
の
興
奮
さ
れ
た
お
顔
が
今
で
も

忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

見
事
に
整
備
さ
れ
た
発
掘
庭
園
跡

や
東
氏
記
念
館
を
見
て

「謎
だ

っ
た

初
代

一
豊
夫
人
の
出
生
地

へ
や

っ
と

た
ど
り
着
い
た
」
と
感
慨
深
く

「出

自
は
や
は
り
郡
上
で
あ
る
」
と
確
信

さ
れ
た
様
子
で
し
た
。

◆

ゴ
ー
ス
ト
ラ
イ
タ
ー

″気
に
入

っ
て
い
た
補
助
資
料
〃
の

こ
と
で
す
。
大
半
は
私
が
話
し
た
こ

と
を
雑
誌
編
集
者
が
ま
と
め
た
も
の

で
す
が
、
私
と
は

一
部
言
葉
使
い
が

違
う
こ
と
に
気
付
き
ま
し
た
。

『あ

っ
、
Ｓ
先
生
や
』

大
和
村
史
編
集
委
員
を
さ
れ
考
古
学

分
野
を
執
筆
さ
れ
て
い
た
彼
女
で
す
。

私
は
二
年
前
に
Ｓ
先
生

へ
の
弔
辞

で
誓

っ
た
こ
と
が
、
今
回
御
地

″古

今
伝
授
の
里
″
大
和
町
で
講
演
さ
せ

て
い
た
だ
け
叶
い
ま
し
た
。
感
謝
の

気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。

後
日
談
　
講
演

一
週
間
後
に
私
に

は
大
き
な
肝
臓
が
ん
が
見
つ
か
り
大

学
病
院
で
切
除
手
術
を
し
ま
し
た
。

幸
い
今
は
根
治
し
健
康
で
母
親
の
在

宅
看
護
の
毎
日
で
す
。

「山
内

一
豊
の
妻
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」

を
さ
ら
に
更
新
し
充
実
す
る
よ
う
今

後
と
も
頑
張
り
ま
す
。

皆
さ
ん
も
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ホ
で
、

令
和

元
年

度
大
和

町
文
化

財
保
護
協
会

総
会
　
記
念

講
演

講
師
　
山
内

一
豊
夫
人
顕
彰
会
　
会
長
　
川
上

朝
史

氏

演
題
　
「山
内

一
豊
夫
人
の
出
自
の
決
め
手
は
、東
家
古
今
和
歌
集
」

八
幡
城
主
遠
藤
盛
数
の
娘
と
思
わ
れ

ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
出
自
の
決
め

手
と
な

っ
た
の
が
、
実
は
東
家
に
伝

わ

っ
て
い
た
古
今
和
歌
集
で
す
。

山
内
家

一
八
代
当
主
の
豊
秋
さ
ん

（当
時
八
二
歳
）
は
「初
代

一
豊
公
紀
」

か
ら
始
ま
っ
た
山
内
家
史
編
纂
を
受

け
継
ぎ
、
ヨ

六
代
豊
範
公
紀
」
他
を

精
力
的
に
刊
行
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

豊
秋
さ
ん
の

一
番
の
疑
間
は

一
豊

夫
人
の
出
自
部
分
が
見
当
た
ら
な
い

こ
と
、
な
ぜ
国
宝
指
定
の

「古
今
和

歌
集
巻
廿
」
な
ど
が
山
内
家
に
あ
る

の
か
、
の
二
点
で
し
た
。
当
時
高
知

県
に
は
国
宝
は
こ
の

一
つ
だ

っ
た
の

で
す
。

山内一豊と妻の像

(郡上市八幡町城山公園)

「山
内

一
豊
の
妻
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」

と
入
力
し
て
、
是
非
と
も
ご
覧
く
だ

さ
い
。

高知県山内家所蔵の書物等

「小倉色紙の掛幅J 藤原定家筆  定家の孫娘は東胤行と結婚

「古今和歌集」  東常縁 筆  古今和歌集研究の第一人者

宗祗法師に古今伝授

出 1

出 3

山内一豊の隣に遠藤―族の名が連なる

(天正13年 )
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二
〇
〇
六
年

郡
　
上
　
出

お
気
に
入
り
の
補
助
資
料

見

性

院

、

「
二
誌
美
濃
わ
が
街
」
よ
り

説

を

聞

く

き
ま
せ
ん
で
し
た
。

昭
和
五
九
年
に
出
ま
し
た
『大
和
村
史
』
そ

の
時
に
初
め
て
蓄
積
さ
れ
た
研
究
に
新
た

な
研
究
が
付
け
加
え
ら
れ
、
千
代
の
郡
上

出
生
説
が
書
か
れ
ま
し
た
。

そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
、
当
時
岐

阜
域
館
長
で
あ
っ
た
郷
浩
先
生
で
す
。
県
立

図
書
館
に
あ
る
「秘
間
郡
上
古
日
記
」
に
も

千
代
の
こ
と
が
載
っ
て
い
る
じ
ゃ
な
い
か
、何

で
郡
上
は
声
を
大
き
く
し
て
言
わ
な
い
ん

だ
と
ハ
ッ
パ
を
掛
け
ら
れ
ま
し
た
。

『大
和
村
史
』
に
書
か
れ
た
の
が
官
本
に

書
か
れ
た
初
め
で
す
ね
。

遠
藤
家
は
東
家
の
分
家
で
す
が
、
東
家

か
ら
の
変
遷
を
話
し
て
く
だ
さ
い

鎌
倉
時
代
に
承
久
の
乱
の
ご
褒
美
と
し

て
、
郡
上
山
田
の
庄
を
千
葉
氏
の

一
族
東

家
が
貰
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
、
東
胤
行

（と
う
の
た
ね
ゆ
き
）
の
長
男
行
氏

（ゆ
き

う
じ
）
が
郡
上
へ
来
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
か

ら
ず
っ
と
郡
上
は
約
二
四
〇
年
の
長
き
に

渡
っ
て
東
家
が
治
め
て
お
り
ま
し
た
。

初
代
胤
行
は
藤
原
定
家

（て
い
か
）一
の
孫

娘
を
お
嫁
さ
ん
に
貰
わ
れ
る
な
ど
和
歌
と

の
繋
が
り
が
深
い
方
で
し
た
。
そ
の
血
筋
が

七
代
後
の
常
縁

６
ね
よ
り
）
に
至
る
ま
で

続
き
、
東
家
代
々
の
方
は
勅
撰
和
歌
集
な

ど
に
名
を
連
ね
て
お
り
ま
す
。

中
で
も
有
名
な
の
が
、
連
歌
師
飯
尾
宗

祇

（い
い
お
そ
う
ぎ
）
に
古
今
伝
授
を
し
ま

し
た
東
常
縁
で
す
。当
時
、
常
縁
は
古
今
和

歌
集
研
究
の
第

一
人
者
と
云
わ
れ
た
方
で

し
た
。

東
家
の
分
家
が
遠
藤
家
で
す
が
、
初
代

遠
藤
盛
数
の
時
に
東
家
と
違
藤
家
の
争
い

が
起
こ
り
ま
し
た
。盛
数
の
兄
胤
縁

〈
た
ね

よ
り
）
は
、
大
和
町
の
木
越
城
と
い
う
と
こ

ろ
に
お
り
ま
し
た
。
そ
こ
が
遠
藤
家
の
本
家

だ
っ
た
わ
け
で
す
け
ど
、
盛
数
は
そ
の
分
家

で
、一当
時
は
美
並
村
刈
安
に
お
り
ま
し
た
。

永
禄
二
年
貧

五
五
九
）遠
藤
胤
縁
が
八

朔

（は
っ
さ
く
）
（八
月

一
日
）
の
祝
い
を
東

常
縁
が
い
る
東
殿
山

（と
う
ど
の
や
ま
）
城

へ
持
っ
て
行
っ
た
帰
り
に
、
常
尭

（つ
ね
た
か
）

が
家
来
に
命
じ
て
胤
縁
を
鉄
砲
で
撃
ち
殺

す
と
い
う
事
件
が
起
き
ま
し
た
。

兄
さ
ん
が
殺
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
美

並
村
に
い
た
盛
数
が
弔
い
合
戦
を
起
こ
し
、

郡
上
を
三
分
し
た
戦
い
が
始
ま
り
ま
し

た
。
そ
し
て
つ
い
に
は
本
家
で
あ
る
東
家

を
、
分
家
で
あ
る
遠
藤
家
が
滅
ば
し
て
し

ま
い
ま
し
た
。

お
千
代
さ
ん
が
生
ま
れ
た
の
が
こ
の
頃
で

す
。
戦
い
に
勝
っ
た
盛
数
は
八
幡
山
に
城
を

造
り
ま
し
た
。
郡
上
城
は
後
に
八
幡
城
と

名
前
が
変
わ
り
ま
す
。
盛
数
の
奥
方
が
誰

か
と
言
い
ま
す
と
東
家

一
三
代
常
慶
の

娘
。
で
す
か
ら
盛
数
が
戦
を
し
た
相
手
は

自
分
の
奥
さ
ん
の
お
父
さ
ん
な
ん
で
す
。

も
う
少
し
詳
し
く
話
し
て
い
た
だ
く

と
、
ど
う
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
か

東
常
縁
は
家
系
図
を
見
ま
す
と
、
十
人

近
く
の
子
ど
も
が
全
部
女
の
子
ば
っ
か
り

な
ん
で
す
ね
。
長
女
の
と
こ
ろ
に
書
い
て
あ

る
の
が
盛
数
の
奥
さ
ん
に
な
っ
た
方
で
す
。

俗
名
は
分
か
り
ま
せ
ん
。　
　
Ｊ

常
慶
は
東
家
最
後
の
お
殿
様
と
云
つ
て

い
い
方
で
す
が
、
女
の
子
ば
っ
か
り
生
ま
れ

て

一
人
あ
っ
た
男
の
子
が
常
尭
で
す
。
常
尭

は
男
の
子

一
人
で
甘
や
か
さ
れ
て
、
跡
を
継

ぐ
器
量
が
な
い
と
義
慶
が
判
断
し
て
い
た

よ
う
で
、
婿
を
取
る
よ
う
な
形
で
遠
藤
胤

好
の
次
男
盛
数
を
見
込
ん
で
自
分
の
長
女

と
結
婚
さ
せ
ま
し
た
。
本
当
は
婿
に
貰
い
た

か
っ
た
の
で
し
事
つ
け
ど
、
盛
数
が
う
ん
と

言
わ
な
か
っ
た
よ
う
な
ん
で
す
ね
。

そ
れ
で
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
盛

数
が
東
家
を
滅
ば
し
て
八
幡
城
主
に
な
り

ま
し
た
。
千
代
さ
ん
が
八
幡
城
主
の
娘
と

云
わ
れ
る
の
は
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
な

ん
で
す
ね
。

今
は
東
殿
山
と
云
い
ま
す
が
、
八
幡
城

の
赤
谷
山
で
戦
い
が
あ
っ
た
の
が
永
禄
二

年
。
そ
れ
か
ら
二
年
後
の
水
禄
四
年
に
道

三
の
息
子
義
龍
が
急
死
し
て
、
ど
う
も
岐

阜
の
方
が
ご
た
ご
た
し
た
よ
う
で
す
。
義

龍
の
息
子
に
龍
興
が
お
り
ま
し
た
が
、
彼

は
十
二
歳
ぐ
ら
い
だ
っ
た
の
で
、

，」
，こ
の
遠

藤
氏
な
ど
も
み
ん
な
岐
阜
へ
守
り
に
行
っ
て

い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
何
の
病
気
か
分
か
り

ま
せ
ん
が
盛
数
は
永
禄
五
年

一
〇
月

一
四

日
、岐
阜
で
病
死
し
ま
す
。

盛
数
が
な
く
な
っ
た
時
、
長
男
の
慶
隆

（よ
し
た
か
）
は
十
二
歳
で
し
た
の
で
、
結
婚

し
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
御
母
さ
ん
に
は

男
の
子
が
二
人
女
の
子
が
二
人
お
り
ま
し

て
、
一
番
末
っ
子
が
見
性
院
に
な
る
人
で
す

が
、
当
時
五
歳
か
六
歳
。世
話
を
す
る
老
臣

た
ち
が
、
嫡
男
の
慶
隆
は
若
い
し
、
も
し
攻

め
ら
れ
た
ら
郡
上
は
瞬
く
間
に
や
ら
れ
て

し
ま
う
。
後
ろ
盾
が
必
要
だ
と
相
談
し
ま
し

て
、
関
市
の
安
桜
山
城
主
で
あ
っ
た
長
井
隼

人
に
自
羽
の
矢
を
立
て
た
訳
で
す
。

彼
は
龍
興
の
伯
父
さ
ん
に
あ
た
る
人
で
六

十
歳
を
越
え
と
る
方
や
っ
た
と
思
い
ま
す

当
時
は
奥
さ
ん
を
亡
く
し
て
い
ま
し

し
か
し
千
代
さ
ん
の
お
母
さ
ん
一は
誇
り

高
い
東
常
慶
の
娘
さ
ん
で
す
か
ら
一
隼
人
と

結
婚
す
る
こ
と
に
は
抵
抗
が
あ
っ
た
よ
う
で

す
。
本
人
も
嫌
だ
っ
た
よ
う
で
す
し
ず
郡
上

の
記
録
に
も
慶
隆
が
お
母
さ
ん
の
再
婚
は
一

嫌
や
と
反
対
し
た
と
い
う
こ
と
一が
一書
い
て

あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
郡
上
を
守
る
一た
一め

に
結
婚
し
て
欲
し
い
と
い
う
要
請
を
受
け

ま
し
て
い
お
母
さ
ん
は
仕
方
な
く
再
婚
ｔ

ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
・
●

隼
人
は
義
龍
が
い
な
い
の
で
ず
若
い
龍
興

の
実
質
的
な
後
見
人
で
す
「
義
籠
の
い
な
く

な
っ
た
隙
を
突
い
た
信
長
の
攻
撃
か
ら
隼

人
が
中
心
に
な
っ
て
岐
阜
城
を
守
り
、
信
長

に
徹
底
抗
戦
し
ま
し
た
。

永
禄
七
年
二
月
六
日
に
は
、
竹
中
半
兵

衛
の
稲
葉
山
城
乗
っ
取
り
が
あ
り
ま
し
た
。

『大
和
村
史
』
を
編
纂
さ
れ
ま
し
た
野
田
直

治
先
生
が
こ
の
研
究
を
し
て
お
ら
れ
小
さ

な
伝
承
で
も
拾
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、

隼
人
の
屋
敷
は
稲
葉
山
の
麓
に
あ
っ
た
そ

う
で
す
。
い
み
じ
く
も
こ
の
時
に
慶
隆
を
は

じ
め
お
母
さ
ん
、
そ
し
て
子
ど
も
全
部
が

稲
葉
山
の
隼
人
の
屋
敷
に
あ
そ
び
に
行
っ

て
い
て
、
み
ん
な
揃
っ
て
い
た
と
い
う
記
録

が
あ
る
そ
う
で
す
。

そ
の
後
に

一
家
は
山
県
郡
の
深
瀬
に
避

難
し
ま
し
た
が
、
ン」れ
が
資
料
に
残
る
最
後

の
記
録
で
、
そ
れ
以
降
の
こ
と
は
全
く
分
か

り
ま
せ
ん
。

慶
隆
は
後
に
北
方
城
主
安
藤
守
就

（も

り
な
り
）
の
末
娘
と
結
婚
し
ま
す
「安
藤
家

の
系
図
に
そ
れ
が
載
っ
て
い
ま
す
が
ヽ
隼
人

の
肝
入
り
で
結
婚
し
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま

一
山
内

一
豊
の
妻
見
性
院
が
ど
こ
で
生
ま

・れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
現
滋
賀
県
米
原
市
飯

⌒い
）
で
土
豪
若
宮
喜
助
友
興

（と
も
お
き
）

の
娘
一と
し
一て
生
一ま
れ
た
と
い
う
近
江
出
自

説
と

，
現
岐
阜
県
郡
上
市
で
郡
上
八
幡
城

主
一」塞
藤
盛
数
の
娘
と
し
て
生
ま
れ
た
と
い
う

郡
上
出
自
説
が
あ
る
。

一
今
一置
は
、
郡
上
市
八
幡
町
大
手
町
に
在

住
の
山
内

一
豊
婦
人
顕
彰
会
会
長
、
川
上

朝
史
さ
ん
を
お
訪
ね
し
て
、
郡
上
説
の
詳

細
を
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。

山
内

一
豊
の
妻
千
代
は
近
江
出
生
説

も
あ
り
ま
す
が
、
郡
上
生
ま
れ
と
い
う
説

も
あ
り
ま
す
千
代
さ
ん
の
話
が
郡
上
で

最
初
に
出
て
き
た
の
は
い
つ
頃
で
す
か

●
郡
上
の
古
い
お
寺
と
か
旧
家
に
、
東
家

・

遠
藤
家
の
系
図
が
残
っ
て
い
ま
し
て
、
初
代

・郡
上
八
幡
城
主
遠
藤
盛
数
の
一
番
末
の
娘

さ
ん
の
と
こ
ろ
に
、
「山
内
津
島
守
様
室
（し

つ
と
と
書
い
た
も
の
が
い
く
つ
か
出
て
き
ま

し
た
●
●
●
●
　
　
一　

一

●
で
す
か
・ち
■
豊
さ
ん
の
奥
さ
ん
は
郡
上

の
出
だ
と
い
う
こ
と
が
土
壌
と
し
て
は
あ

り
ま
し
た
け
れ
ど
、　
一
般
の
人
に
広
ま
る

と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
っ
　
　
　
　
　
，

一
』
郡
上
・郡
史
Ｖ
が
大
正

一
一
年
に
出
ま
し

た
け
れ
ど
も
、
大
正
八
年
に
起
き
た
八
幡

北
町
の
大
火
で
資
料
が
消
矢
し
た
り
、
監

修
者
の
異
動
な
ど
も
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
載

せ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
通
説
は
近

江
に
一な
っ
て
お
り
ま
し
た
ん
で
、
こ
と
さ
ら

に
異
議
を
唱
え
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
い

た が
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す
。結
婚
し
て
翌
年
に
女
の
子
が
生
ま
れ
る

ん
で
す
が
、
慶
隆
の
奥
さ
ん
は
お
産
で
亡
く

な
り
ま
し
た
。

一
生
ま
れ
た
娘
さ
ん
は
郡
上
で
育
ち
、
大

一き
く
．な
っ
て
か
ら
飛
騨
２
高
山
城
主
金
森

可
重
共
あ
―り‐‐
し
げ
）
の
お
嫁
さ
ん
に
な
り
ま

し
た
ず
そ
の
間
に
出
来
た
子
供
が
武
家
茶

人
で
有
名
な
金
森
宗
和
（そ
う
わ
）で
す
。

教
如

（き
ょ
う
に
よ
）
上
人
と
友
順
尼

（ゆ
じ
ゅ
ん
に
）の
話
も
あ
り
ま
す
ね
、そ
の

こ
と
を
話
し
て
く
だ
さ
い

．
隼
人
と
見
性
院
の
お
母
さ
ん
は
再
婚
す

る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
夫
の
隼
人
は
信
長

と
徹
底
的
に
戦
い
、
永
禄

一
〇
年

（
一
五
六

七
）
岐
阜
城
が
落
城
し
た
後
は
近
江
の
方
ヘ

斉
藤
龍
興
と
共
に
流
れ
て
い
き
ま
す
。
最

終
的
に
は
元
亀
三
年

（■
五
七
二
）
八
月
、
足
利
義
昭
の
家
来
に

な
っ
て
撮
津
の
自
井
河
原
で
討
ぢ
死
に
し

ま
す
。
　
　
　
　
・

そ
の
頃
、
お
母
さ
ん
は
千
代
さ
ん
を
連

れ
て
ど
こ
か
へ
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
て
い
る
ん
で
す
け
ど
、
記
録
が
あ
り
ま
せ

ん
の
で
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
わ
か
り
ま
せ

ん
。
遠
藤
義
隆
の
奥
さ
ん
と
竹
中
半
兵
衛

の
奥
さ
ん
が
姉
妹
だ
っ
た
の
で
、
半
兵
衛
さ

ん
の
ど
こ
ろ
へ
行
っ
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら

れ
ま
す
ね
。

そ
の
後
、
隼
人
が
亡
く
な
っ
た
後
だ
と
思

い
ま
す
が
、
お
母
さ
ん
は
郡
上
へ
帰
ら
れ
て

美
並
村
の
乗
性
寺

（じ
さ
つ
し
藝
つ
じ
）
と

い
う
寺
に
入
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
頃
、
千
代

さ
ん
が
ど
う
し
て
い
た
か
は
分
か
り
ま
せ

ん
。乗

性
寺
は
ど
う
い
う
寺
か
と
云
い
ま
す

と
、
鎌
倉
時
代
、
晩
年
に
郡
上
に
来
た
東
行

氏
の
父
胤
行
が
美
並
村
２
戸
谷
に
あ
っ
た

長
滝
寺
八
ぢ
き
つ
り

，
，

じ
）
道
場
を
改
修

し
て
庵
を
結
び
信
仰
と
歌
の
道
に
余
生
を

送
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
戸
谷
川
と
い
う
川
が

流
れ
て
お
り
ま
し
て
戸
谷
庵
と
い
う
言
い

方
を
し
ま
す
が
、
今
の
乗
性
寺
の
起
源
に

な
り
ま
す
。
そ
こ
が
東
家
の
書
提
寺
で
す
の

で
、
お
母
さ
ん
も
そ
ち
ら
べ
入
ら
れ
た
と
思

わ
れ
ま
す
ず
一　
　
　
　
　
・・
一

そ
の
頃
が
天
正
八
年
（
一
五
八
〇
）
頃
だ

と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
、
石
山
合
戦
が
信

長
と
本
願
寺
勢
力
の
間
で

一
〇
年
間
ほ
ど

続
き
ま
し
て
、
天
正
八
年
に
和
睦
に
な
り

ま
し
た
。和
睦
に
あ
く
ま
で
も
反
対
し
た
の

が
顕
如
の
息
子
の
教
如
で
す
。
や
が
て
教
如

は
東
濃
の
方
へ
逃
れ
て
き
ま
し
た
。

最
初
岐
阜
へ
行
っ
た
そ
う
で
す
け
れ
ど

も
、
ン」
こ
は
信
長
の
勢
力
下
で
飛
ん
で
火
に

入
る
夏
の
虫
、
他
の
所
へ
行
け
っ
て
い
う
こ
と

で
、
郡
上
の
奥
明
方
村
の
西
気
良
と
で
つ
と

こ
ろ
へ
逃
げ
込
ま
れ
ま
す
。
西
気
良
へ
の
道

は
乗
性
寺
の
前
を
通
り
ま
す
の
で
、
そ
の
時

に
乗
性
寺
に
寄
ら
れ
た
ん
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

そ
こ
で
お
千
代
さ
ん
の
お
母
さ
ん
も
教

如
上
人
と
会
わ
れ
て
、
教
如
さ
ん
は
信
長

と
徹
底
抗
戦
し
て
い
る
人
、
自
分
の
夫
も
信

長
と
徹
底
抗
戦
し
た
人
で
す
か
ら
、
互
い
に

気
脈
が
通
じ
る
わ
け
で
す
ね
。
ま
た
教
如

さ
ん
の
お
母
さ
ん
は
和
歌
の
名
家
で
あ
る

三
条
西
家
出
身
、
千
代
の
お
母
さ
ん
も
東

家
の
娘
で
あ
る
こ
と
を
話
さ
れ
た
か
ど
う

か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
話
題
に
出
た
と

も
考
え
ら
れ
ま
す
。

と
い
う
こ
と
で
、
お
母
さ
ん
は
教
如
に
発

心
さ
れ
ま
し
て
、
照
用
院
殿
釈

（て
ら
し
よ

う
い
ん
ど
の
せ
き
）
友
順
尼
と
い
つ
法
名
を

頂
か
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
に
友
順
尼
に
付

き
添
っ
て
い
た
埴
生

（は
ぶ
）
太
郎
左
衛
門

尉
高
照
と
い
う
人
が
お
り
ま
す
が
、
フ」の
人

も
同
時
に
発
心
さ
れ
て
西
教
一房
照
山
と
な

り
、
後
に
乗
性
寺

一
七
世
と
な
ら
れ
ま
し

た
。信

長
が
天
正

一
〇
年
に
本
能
寺
で
亡
く

な
り
ま
す
の
で
、
教
如
は
そ
れ
を
聞
い
て
本

願
寺
全
戻
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
二
年
近
く
こ
ち
ら
へ
隠
棲
さ
れ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
こ
ち
ら

の
記
録
に
あ
り
ま
す
し
、
「鷺
森
旧
事
記

（ざ
ぎ
の
も
り
く
じ
き
と
と
い
う
記
録
に
も

書
い
て
あ
り
ま
す
。

教
如
さ
ん
は
山
上
源
太
夫
と
い
う
浪
人

の
名
を
編
っ
て
、
八
代
八
右
衛
門
と
な
つ
方

が
付
き
添
っ
て
世
話
を
し
て
い
た
そ
う
で
す
。

今
も
教
如
屋
敷
が
西
気
良
に
あ
り
ま
す
し
、

八
代
八
右
衛
門
の
板
碑
も
あ
り
ま
す
。

そ
れ
と
郡
上
説
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に

な
る
土
佐
藩
に
伝
わ
っ
て
い
た

一古
今
和
歌

集
』
の
話
が
あ
り
ま
す
ね
　
そ
の
こ
と
を

話
し
て
く
だ
さ
い

見
性
院
昼
冗
和

（げ
ん
な
Ｙ
二
年

（
Ｉ
ハ

一
七
）
に
亡
く
な
る
ん
で
す
が
、
そ
の
時
に

妙
心
寺
の
湘
南
和
尚
を
呼
び
ま
し
て
、
二

代
目
の
山
内
忠
義
に
こ
れ
を
渡
し
て
ほ
し

い
と
頼
ん
だ
見
性
院
の
形
見
が
あ
り
ま

す
。
遺
品
の
品
々
と

一
緒
に

『古
今
和
歌

集
』
『徒
然
草
』
が
入
っ
て
い
た
と
い
う
記
録

が
残
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
以
後
の
山
内
家
の
記
録
・を
見
ま
す

と
、
元
禄

一
三
年
に
将
軍
家
今
」
れ
ら
の

品
々
を
献
上
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
東
常

縁
直
筆
の

『古
今
和
歌
集
』
が
あ
り
ま
し

て
、
そ
れ
を
五
代
将
軍
綱
吉
の
お
母
さ
ん

の
桂
昌
院
に
渡
し
て
い
ま
す
一
そ
れ
以
外
に

も
冷
泉

（れ
い
ぜ
い
）
家
の
初
代
の
冷
泉
為

相

（た
め
す
け
）
直
筆
の
古
今
和
歌
集
が
山

内
家
に
伝
わ
っ
て
お
り
一
こ
．れ
も
将
軍
家
へ

献
上
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。

最
後
に
大
き
な
謎
で
す
け
・ど
、
国
宝
の

高
野
切

（こ
う
や
ぎ
れ
ヽ
一一〓
一れ
も
山
内
家

に
あ
り
ま
し
た
。
一局
野
切
．れ
と
い
う
の
は
説

明
し
ま
す
と
、
『古
今
和
歌
集
』
編
纂
の
一

五
〇
年
後
に
能
筆
家
が
書
写
し
た
現
存
最

古
の
『古
今
和
歌
集
』
の
写
本
で
す
。

安
土
桃
山
か
ら
江
戸
時
代
に
観
賞
用
と

し
て
巻
物
を
バ
ラ
バ
ラ
に
し
て
、
そ
れ
を
床

の
間
に
掛
け
た
り
し
ま
し
た
。
そ
う
い
う
バ

ラ
バ
ラ
の
も
の
を
．古
筆
切

（ぎ
れ
）
と
云
い

ま
す
が
、
高
野
切
と
い
う
の
は
高
野
山
に
伝

存
し
て
い
た
の
で
そ
う
い
う
そ
う
で
す
。
こ

れ
を
高
知
県
が
七
億
円
で
山
内
家
か
ら
買

い
上
げ
ま
し
た
が
、
賛
否
両
論
で
新
間
の
大

き
な
話
題
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
が
ど
こ
か
ら
山
内
家
へ
入
っ
た
か
と

い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど
、
記
録
に
は
無
い
訳

で
す
。見
性
院
の
形
見
の
中
に

『古
今
和
歌

集
』
が
あ
っ
た
。
見
性
院
は
ど
こ
で
手
に
入

れ
た
か
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

遠
藤
家
の
娘
だ
と
す
る
と

一
応
の
説
明
が

付
く
訳
で
す
。

本
家
で
も
戦
争
が
あ
り
ま
し
た
ん
で
、

遠
藤
家
が
そ
れ
を
手
に
入
れ
て
、
娘
の
嫁

入
り
道
具
に
持
た
せ
た
。
あ
る
い
は

一
豊
さ

ん
が
亡
く
な
っ
た
後
、
見
性
院
が
京
都
に
行

っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
京
都
で
手
に
入
れ
た

と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
ね
。

そ
れ
と
も
う

一
２
一一一号
て
お
き
ま
す
と
、

千
代
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
翌
月
の
死
和
四

年
正
月
に
、
遠
藤
慶
隆
の
弟
．慶
胤

（よ
し
た

ね
）
の
末
子
二
十
期
が
、
江
戸
で
「御
由
緒

（ご
ゆ
い
し
ょ
）
を
以

（も
３

て
」
と
で
つ
但

し
書
き
が
つ
い
て
召
し
抱
え
ら
れ
ま
一ｔ
・た
ヽ

こ
れ
は
明
ら
か
に
見
性
院
．が
生
前
か
ら
二

代
目
の
忠
義
に
言
い
つ
け
て
い
た
こ
と
．
‐
だ
と
一

思
わ
れ
ま
す
。
見
性
院
に
は
子
ど
も
さ
ん

が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
自
分
の
血
筋
・

を
ど
こ
か
に
残
す
、
あ
る
い
は
在
所
に
恩
返
．

し
っ
て
い
う
気
持
ち
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ

ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
三
十
朗
を
召
抱
え
さ

せ
て
い
ま
す
っ　
　
　
　
　
　
　
　
●

こ
の
三
十
郎
さ
ん
の
子
孫
に
三
作
と
い

う
方
が
い
ま
し
た
。
三
作
さ
ん
が
土
佐
藩

に
提
出
し
た
差
出
系
図
が
残
っ‐て
い
ま
す

が
、
こ
れ
に
は
三
十
朗
が
後
に
名
乗
っ
た
通

称
安
易
右
衛
門
（や
す
え
も
ん
）
の
名
前
も

あ
り
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
．

差
出
系
図
と
い
う
の
は
家
来
の
人
が
代

誉
わ
り
に
殿
様
に
提
出
し
た
系
図
で
す
す
」

れ
に
は
、
「六
郎
左
衛
門
尉

（の
じ
ょ
う
）
盛

数
女
（む
す
め
）
、
慶
隆
、慶
胤
妹
山
内

一
豊

公
御
室

（お
ん
ｔ
つ
Ｙ
と
系
図
に
之

↑
こ
れ

有
り
」
と
明
確
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

高
知
県
立
女
子
大
学
名
誉
教
授
の
丸
山

和
雄
先
生
が
、電
話
帳
を
頼
り
に
調
べ
て
お

ら
れ
、
子
孫
の
方
に
出
会
わ
れ
ま
し
た
・̈．一高

知
県
南
国
市
に
平
成

一
〇
年
頃
ま
で
生
存

し
て
お
ら
れ
た
遠
藤
晴
海

（は
る
み
）
さ
ん

と
い
う
方
が
そ
の
人
で
す
。　
　
■

●
一
一

そ
の
方
の
お
話
で
は
、
郡
上
の
こ
と
は
間

い
て
い
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
人
に
言
っ
た

け
ど
全
然
相
手
に
さ
れ
な
か
っ
た
の
で

，
そ
．

れ
か
ら
は
先
祖
の
こ
う
い
う
系
図
が
あ
る

と
い
う
こ
と
は
言
わ
れ
な
か
っ
た
そ
う
で

す
。
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″
春
季
日
帰
り
研
修
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
″

″　
古
都
奈
良
の
文
化
財
を
訪
ね
て
　

　

″

豚
ヽ
くヽ
ミ
ぢヤ
ー
ミ
ー
¨ヽ絣
称
油
海
猷

四
月

一
一
日
（本
）

一
一七
人
の
参

加
で
研
修
先
の
奈
良
興
福
寺
と
国
立

博
物
館
の
見
学
を
し
た
。
前
日
に
四

月
で
は
珍
し
い

一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
も
の
積
雪
が
あ
り
、
旅
行
当
日
も

朝
ま
だ
雪
が
残
る
ほ
ど
だ

っ
た
が
終

日
好
天
気
で
日
程
を
進
め
た
。

■

車
内
で
の
研
修

■

奈
良
ま
で
の
道
中
、
会
員
の
方
々

か
ら
興
味
深
い
お
話
を
伺

っ
た
。

▽
田
代
全
廣
さ
ん

（剣
）

御
先
祖
で
あ
る
漢
方
医
田
代

一
養

が
目
薬
を
作

っ
て
い
た
。
宝
暦
騒
動

で
は
総
帳
元
と
し
て
活
躍
し
た
。

茶
釜
に
国
と
取
手
を
つ
け
て
税
金

逃
れ
を
し
た
カ
ナ
モ
リ
ヤ
カ
ン
の
こ

レＣ
。田

代
冠
者
の
伝
承

（源
頼
朝
と
不

仲
に
な

っ
た
義
経

一
行
の
奥
州

へ
の

逃
避
行
の
途
中
、
日
代
信
綱
が
当
地

に
残
り
頼
朝
の
追
手
を
攪
乱
し
よ
う

と
し
た
）
な
ど
に
つ
い
て
事
細
か
に

説
明
し
て
い
た
だ
い
た
。

▽
大
井
正
明
さ
ん

（万
場
）

お
寺
を
拝
観
す
る
と
き
に
は
、
そ

の
寺
の

「山
号
」
「寺
の
名
前
」
コ
示

派
」
「本
尊
」
「開
基
の
年
代
」
を
ポ

イ
ン
ト
に
す
る
と
よ
い
と
教
え
て
い

た
だ
い
た
。

▽
金
子
徳
彦
副
会
長
さ
ん

（古
道
）

一
口
に

「古
今
伝
授
」
と
言

っ
て

も

「堺
伝
授
」
「近
衛
伝
授
」
尿
ホ
良

伝
授
」
「御
所
伝
授
」
な
ど
が
あ
る
。

東
氏
の
出
で
建
仁
寺
両
足
院
を
開
山

し
た
龍
山
徳
見
の
弟
子
と
し
て
中
国

か
ら
帰
化
し
た
林
浄
因
が
日
本
に
鰻

頭
を
伝
え
た
。

林
家
の
七
代
目
林
宗
二

（名
産
奈

良
餞
頭
の
元
祖
で
連
歌
師
で
も
あ

る
）
が
、
そ
の
師
牡
丹
花
肖
柏
か
ら

古
今
伝
授
を
受
け
た
の
が

「奈
良
伝

授
」
で
あ
る
。

■

興
福
寺

■

興
福
寺
は
、
平
安
の
世
を
席
巻
し

た
藤
原
氏
の
氏
寺
で
あ
る
。
春
日
神

社
と
並
ぶ
広
大
な
敷
地
に
、
中
金
堂
、

東
金
堂
、
五
重
塔
等
の
大
規
模
な
建

物
が
ど

っ
し
り
と
し
た
竹
ま
い
で
鴛

え
立
ち
、
圧
倒
的
な
存
在
感
を
示
し

て
い
た
。

周
囲
に
建
物
規
制
が
あ
る
の
か
、

他
の
建
物
は

一
切
視
野
に
入
ら
な
い

別
天
地
で
あ

っ
た
。

を
消
失
し
た
こ
と
を
、
か
細
く
し
な

や
か
な
六
本
の
腕
が
物
語
る
そ
う
で

あ
る
。

乾
漆
像
で
軽
く
で
き
て
い
る
の
で

度
重
な
る
火
災
の
際
も
小
脇
に
抱
え

て
運
び
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

ろ
う
。
じ

っ
く
り
鑑
賞
す
る
に
は
、

一
時
間
と
い
う
時
間
は
短
過
ぎ
る
よ

う
に
感
じ
た
。

午
前
中
の
興
福
寺
と
同
様
じ

っ
く

り
鑑
賞
す
る
に
は

一
時
間
と
い
う
時

間
は
あ

っ
と
い
う
間
で
あ
り
、
半
日

ぐ
ら
い
い
て
も
よ
さ
そ
う
に
感
じ
た
。

■

ま
と
め

■

今
回
の
研
修
は
、
奈
良
県
と
い
う

こ
と
で
や
や
遠
方
で
は
あ

っ
た
が
、

バ
ス
が
居
心
地
よ
く
交
通
ア
ク
セ
ス

も
よ
か
っ
た
の
で
快
適
な
旅
で
あ

っ

た
。車

中
で
過
ご
す
時
間
が
、
会
員
の

人
達
か
ら
貴
重
な
話
題
を
提
供
し
て

も
ら
う
研
修
の
場
と
な

っ
た
の
で
、

そ
れ
は
そ
れ
で
大
変
有
意
義
で
あ

っ

た
。奈

良
は
何
と
い
っ
て
も
日
本
の
文

化
の
中
心
で
あ
り
文
化
財
の
量
質
と

も
に
他
に
比
べ
よ
う
が
な
い
が
、
長

い
歴
史
に
裏
打
ち
さ
れ
た

一
つ

一
つ

の
文
物
は
さ
す
が
に
見
応
え
が
あ
る

な
ぁ
と
つ
く
づ
く
感
じ
た
。

本
当
に
良
い
も
の
は
、
い
く
ら
悪

名
高
い
時
の
権
力
者
で
あ

っ
て
も
む

や
み
に
壊
す
こ
と
は
で
き
な
い
し
、

そ
う
し
た
憂
き
目
に
あ

っ
た
と
し
て

も
心
あ
る
誰
か
の
手
に
よ
っ
て
そ
っ
と

保
護
さ
れ
、
今
日
ま
で
伝
え
ら
れ
残
っ

て
き
て
い
る
ん
だ
な
ぁ
と
感
じ
た
。

私
た
ち
も
そ
う
し
た
心
を
大
切
に

し
て
、
郷
土

「大
和
」
の
文
化
遺
産

を
守

っ
て
い
き
た
い
も
の
だ
と
い
う

感
を
更
に
強
く
し
た
今
回
の
旅
で
あ

っ
た
。

興福寺 真新 しい中金堂

東金堂と五重塔

国
宝
館
（食
堂
×
じ
き
ど
う
）
の

中
に
は
、
国
宝
級
の
仏
像
が
多
く
陳

列
さ
れ
て
い
た
。
修
学
旅
行
生
の

一

団
と

一
緒
に
入
場
し
た
の
で
混
雑
気

味
で
あ
り
、
あ
ま
り
ゆ

っ
く
り
は
仏

像
を
鑑
賞
で
き
な
か

っ
た
。

中
で
も
特
に
目
を
引
い
た
の
が
阿

修
羅
像
で
、　
一
五
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
と
比
較
的
小
さ
い
印
象
を
受
け

た
。
も
と
は
イ
ン
ド
の
戦
い
の
神
で

あ

っ
た
が
、
仏
道
に
帰
依
し
て
戦
意

南
円
堂
に
て
参
拝

■

奈
良
国
立
博
物
館

■

七
〇
歳
以
上
の
入
館
は
無
料
で
あ

り
、
さ
す
が

『国
立
』
だ
と
思

っ
た
。

仏
像
館
で
は
、
何
れ
も
国
宝
級
の

仏
像
百
体
余
り
が
ガ
ラ
ス
な
ど
の
遮

蔽
物
無
し
で
、
直
に
い
ろ
い
ろ
な
角

度
か
ら
細
部
ま
で
鑑
賞
で
き
る
よ
う

に
し
て
あ

っ
た
。
そ
の
素
晴
ら
し
さ

に
感
動
し
、
迫
力
に
圧
倒
さ
れ
た
。

以
前
は
、
ま
る
で
倉
庫
の
中
の
狭

い
通
路
を
見
て
廻
る
か
の
よ
う
な
時

期
も
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、

一
体

一
体
の
仏
像
も
陳
列
ケ
ー
ス
の

中
に
入

っ
て
お
り
、
ガ
ラ
ス
越
し
に

し
か
拝
観
で
き
な
か

っ
た
。
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一
一
月
七
日

（木
）
朝
七
時
半

二
四
人
の
参
加
に
て
大
和
庁
舎
を
出

発
し
た
。

研
修
先
は
、
滋
賀
県
甲
賀
市
の
榛

野
寺
と
三
重
県
津
市
の
専
修
寺
拝
観

で
あ
る
。
ぎ
ふ
大
和
イ
ン
タ
ー
よ
り

関
、
御
在
所
、
亀
山
、
上
柘
植
と

一

路
甲
賀
市

へ
と
向
か
う
。

■

車
内
に
て
ハ
ザ

コ
研
修

車
中
で
は
、
村
井
紀
幸
さ
ん
よ
り

国
の
天
然
記
念
物
で
あ
る
オ
オ
サ
ン

シ
ョ
ウ
ウ
オ
の
生
息
状
況
や
生
態

・

習
性
な
ど
に
つ
い
て
お
話
を
い
た
だ

い
た
。
彼
は
、
「日
本
オ
オ
サ
ン
シ

ョ
ウ
ウ
オ
の
会
」
会
員
で
も
あ
る
。

村
井
さ
ん
の
住
居
近
く
を
流
れ
る

小
間
見
川
は
、
数
少
な
い
オ
オ
サ
ン

森

　

　

生思
　
司

シ
ョ
ウ
ウ
オ
の
生
息
地
で
あ
り
、
少

年
期
に
オ
オ
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
と
接

し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
交
え
て
面
白
可

笑
し
く
話
さ
れ
た
。

日
は
小
さ
く
ほ
と
ん
ど
見
え
な
い

が
鼻
は
と
て
も
敏
感
で
あ
る
。
日
は

大
き
く
餌
を
丸
呑
み
す
る
。
歯
は
鋭

く
細
か
い
。
小
学
校
の
頃
学
校
に
ハ

ザ

コ
が
飼

っ
て
あ
り
、
餌
や
り
当
番

ま
で
あ

っ
た
。
自
分
も
ハ
ザ

コ
に
咬

ま
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
雨
の
日
の
夕

方
、
家
の
台
所
土
間
ま
で
這

っ
て
き

た
こ
と
が
あ

っ
た
。
等
々
。

楽
し
い
時
間
が
あ

っ
と
い
う
間
に

過
ぎ
、
早
く
も
バ
ス
は
午
前
の
研
修

地
に
着
い
た
。

■

裸
野
寺
　
い
ち
い
の
観
音

平
安
仏
の
多
く
集
ま
る
甲
賀
市
の

礫
野
寺

（ら
く
や
じ
、
い
ち
い
の
で

ら
）
を
拝
観
し
た
。

こ
こ
は
天
台
宗
比
叡
山
延
暦
寺
の

末
寺
で
、
十

一
面
観
音
座
像
を
は
じ

め
薬
師
如
来
坐
像
な
ど
の
国
の
重
要

文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
平
安
時

代
の
仏
像
が
二
〇
体
ほ
ど
安
置
さ
れ

て
い
た
。

本
尊
の
十

一
面
観
音
座
像
は
桓
武

天
皇
の
延
歴

一
一
年
に
比
叡
山
の
開

祖
伝
教
大
師
が
こ
の
地
に
お
い
で
に

な

っ
た
と
き
、
霊
夢
を
感
じ
て
こ
の

地
の
楳
の
生
本
に

一
刀
三
礼
の
下
、

彫
刻
安
置
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
。　
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て

い
る
十

一
面
観
音
座
像
で
は
、
日
本

最
大
と
い
わ
れ
て
い
る
。

三
メ
ー
ト
ル
以
上
も
あ
る
巨
大
な

座
像
で
台
座
を
含
め
る
と
五
メ
ー
ト

ル
を
超
す
よ
う
な
高
さ
で
あ
り
、
こ

れ
を
皆
、
見
上
げ
る
よ
う
に
し
て
拝

ん
だ
。

以
前
は
三
十
三
年
に

一
度
の
御
開

帳
と
い
う
秘
仏
で
あ

っ
た
が
、
現
在

は
春
秋
に

一
定
期
間
特
別
公
開
が
あ

り
、
今
回
は
丁
度
こ
の
特
別
拝
観
の

機
会
に
恵
ま
れ
た
。

一
行
は

一
路
津
市
を
目
指
し
、
途

中
名
阪
上
野
ド
ラ
イ
ブ
イ
ン
に
て
休

息
し
、
昼
食
に
は
美
味
し
い

「松
坂

牛
す
き
焼
き
会
席
」
を
い
た
だ
い
た
。

■

真
宗
高
田
派
本
山
専
修
寺

午
後
の
視
察
先
は
、
三
重
県
津
市

の
専
修
寺

（せ
ん
じ
ゅ
じ
）
で
あ
る
。

真
宗

一
〇
派

（真
宗
教
団
連
合
）
の

中
で
も
三
番
目
に
大
き
な
真
宗
高
田

派
の
ご
本
山
で
あ
る
。

門
を
く
ぐ
る
と
正
面
に
如
来
堂
、

右
側
に
御
影
堂
が
並
ん
で
お
り
、
い

ず
れ
も
国
宝
で
あ
る
。

宗
祖
親
鸞
聖
人
の
木
像
を
安
置
す

る
御
影
堂
に
は
、
畳
七
二
五
枚
が
敷

か
れ
て
お
り
、
全
国
の
本
造
建
築
の

中
で
も
五
番
目
と
い
う
大
き
な
建
物

で
あ
る
。

一
方
、
如
来
堂
は
屋
根
を
三

層
に
し
、
棟
の
高
さ
を
御
影
堂
と
ほ

ぼ
同
じ
に
し
て
あ
る
そ
う
で
、
建
物

面
積
は
半
分
程
度
な
の
に
全
く
見
劣

り
し
な
い
。
阿
弥
陀
如
来
を
安
置
す

る
本
堂
と
し
て
の
威
容
を
示
す
た
め

だ
と
い
う
。

建
物
の
中
に
入
る
と
、
阿
弥
陀
如

来
の
仏
殿
に
ふ
さ
わ
し
く
欄
間
の
彫

刻
な
ど
が
誠
に
華
一麗
で
あ

っ
た
。

直
径
二
尺
も
あ
る
よ
う
な
太
い

梁
や
柱
な
ど
使
用
し
た
木
材
の

一
部

は
郡
上
か
ら
切
り
出
し
た
も
の
で
あ

り
、
飛
騨
川
で
筏
を
組
ん
で
流
し
運

ん
だ
と
の
説
明
を
受
け
た
。
遠
く
離

れ
た
こ
の
地
の
お
寺
が
郡
上
と
縁
が

あ
る
こ
と
を
聞
か
さ
れ
て
親
し
み
が

沸
き
、
今
回
の
研
修
が

一
層
感
慨
深

い
も
の
と
な

っ
た
。

後
に
副
会
長
常
平
毅
さ
ん
の
調
べ

に
よ
る
と
、
木
材
は
郡
上
の
弓
掛
山

（ゆ
か
け
や
ま
）
と
い
う
所
か
ら
切

り
出
し
た
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
山
は

郡
上
の
明
宝
小
川
と
和
良
土
京
境
付

近
、
そ
し
て
下
呂
境
付
近
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。
明
宝
小
川
か
ら
は
弓

掛
川
が
馬
瀬
川
に
合
流
し
、
飛
騨
川

へ
と
流
れ
て
い
る
。
運
ぶ
に
も
長
い

道
の
り
で
あ
る
。

オオサンショウウオ(ハザコ)

ヽ
ヽ

嵯´ ´ 二4.^′.´●そJ

専修寺 御影堂

専修寺 如来堂
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娘
春

大
井
　
工
明

老
木
の
大
あ
き
耐
え
て
幾
と
せ
ぞ

今
年
も
臼
き
花
ぞ
抱
え
り

収
穫
時
残
す
大
根
太
く
な
り
ぬ
き

採
り
会
す
き
さ
ら
ぎ
の
月

移
り
行
く
美
濃
の
出
路
や
な

つ
か
し
く

い
に
し

へ
の
里
訪
ね
歩
ま
ん

消
夫
し
鐘
楼
寺
の
長
滝
寺

復
興
の
音
は
衆
生
の
願
ひ

叱
る
の
で
一は
な

い

猪
俣
　
初
枝

ぽ
こ
ぽ
こ
と
障
子
や
ぶ
り
て
得
意
顔

叱
る
で
は
な
い
泣
か
す
で
は
な
い

一
服
．の
本
に
活
力
を

い
た
だ
き
し

今
朝
は
じ
め
て
の
秋
の
風
火
く

里
手
に
洒
落
た
呼
び
名
の
衣
薇

ピ
ア
ノ
の
演
本
老
衣
薇

口
畑
の
上
の
診
断
ア
ル
カ
リ
性

小
松
菜
光
り
露
霜
の
朝

ム
内
　
敏
子

社
ふ
か
き
長
滝
神
社

臼
ム
の
延
命
の
水
こ
く
こ
く
と
汲
む

雨
上
が
り
産
上
神
の
参
道
の

出
紫
陽
花
の
咲
き
ほ
こ
る
朝

今
日
の
セ
日
か
早
め
て
墓
掃
除

安
政
二
年
の
葉
菊
の
笠
は

し
き
た
り
は
古
き
を
キ
リ
込
ウ
の

神
在
月
に
出
雲
に
拝
礼

桜

花

渡
邊
　
千
恙

鋒
え
立

つ
〈神
帰
杉
〉
ゆ
さ
ゆ
さ
と
セ
百
年

の

静
か
な
る
呼
吸

天
津
風

〈神
血
杉
〉
揺
る
が
し
て

出
城

の
琉
春
間
近
な
り

ほ
と
は
と
疲
れ

石
神
　
先
生

「解

っ
た
か
」
何
度
叱
貴
受
け
た
や
ら

今
も
夢
に
で
る
数
学
校
業

小
水
の
音
も
臭

い
も
薄
れ
ゆ
く

今
夜
も
五
度
起
き
ほ
と
ほ
と
疲
れ

押
し
も
せ
ぬ
パ
ソ
コ
ン
の
文
字
に
困
恣
す

な
ぜ
だ
二
え
た
つ
も
り
な
い
の
に

人
の
る
も
物
の
る
前
も
浮
か
び
来
ぬ

あ
れ
あ
れ
そ
れ
そ
れ
口
癖
と
な
り
ぬ

群

―
句

桜‐

渡
邊
　
千
恙

林
恣
つ
か
わ
の
御
せ
と
な
り
に
け
り
　
　
　
　
　
　
　
・一

今
わ
の
燦
燦
た
れ
よ
桜
花

風
土
に
生
■
％

出
内
　
敏
子

恙
れ
え
ぬ
昭
和
の
い
く
さ
老

い
の
春

仏
壇
の
燈
明
を
継
ぎ
年
を
越
す

ひ
ぐ
ら
ｔ
の
嗚
き

つ
ぐ
声
の
も
の
さ
み
し

朝
の
日
を
受
け
墓
の
辺
の
彼
岸
花

来  歌

吉:



日
円
日
早
事
一業
一報
一一一一．・一一一一告
．書

四
月

一
一
日

（本
）

一
七
日

（金
）

二
三
日

（本
）

二
四
日

（金
）

六
月

一
四
日

（金
）

七
月
　
一
一日

（火
）

一
一
日

（木
）

二
八
日

（日
）

二
九
日

（月
）

八
月
　
七
日

（水
）

二
五
日

（日
）

九
月
　
一二
日

（火
）

一
〇
日

（火
）

二
四
日

（火
）

一
〇
月

一
〇
日

（本
）

一
三
日

（日
）

一
一
月
　
七
日

（本
）

一
月
二
六
日

（日
）

二
月
　
一ハ
日

（本
）

一
二
日

（本
）

二
五
日

（火
）

三
月
二
六
日

（本
）

春
季
日
帰
り
研
修

（古
都
奈
良
の
文
化
財
を
訪
ね
て
）
参
加
者
二
七
名

「文
化
財
や
ま
と
」
四
四
号
編
集
会
議

第

一
回
郡
上
市
文
化
財
保
護
協
議
会
理
事
会

第

一
回
役
員
会

（大
和
庁
舎
三
〇

一
会
議
室
）

令
和
元
年
度
大
和
文
化
財
協
会
総
会
、
（大
和
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
三
階
）

①
平
成
三
〇
年
度
事
業
報
告

。
決
算
報
告

②
令
和
元
年
度
事
業
計
画

・
予
算
の
承
認

③
会
報

「文
化
財
や
ま
と
」
四
四
号
発
刊

（
発
行
部
数
二
五
〇
部

）

④
記
念
講
演

「山
内

一
豊
夫
人
の
出
自
」

郡
上
八
幡
地
域
史
家
　
川
上
　
朝
史
　
氏

第
二
回
執
行
部
会

第
二
回
役
員
会

（奉
仕
作
業

へ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
）

東
氏
館
跡
庭
園
池
泉
清
掃

・
阿
千
葉
城
跡
清
掃

（上
剣
地
区
参
加
）

第
二
回
郡
上
市
文
化
財
保
護
協
議
会
理
事
会

七
日
祭

・
薪
能

上
剣
赤
保
木
祭

研
修
部
会

（秋
季
日
帰
り
研
修
に
つ
い
て
）

第
二
回
執
行
部
会

（秋
季
日
帰
り
研
修
に
つ
い
て
）

第
三
回
役
員
会

（秋
季
日
帰
り
研
修
の
計
画

。
実
施
に
つ
い
て
）

文
化
財
標
柱
設
置
作
業

島
七
代
天
神
社
石
造
狛
犬
　
万
場
熊
野
神
社
石
造
狛
犬
　
木
越
城
跡

郡
上
市
文
化
財
保
護
協
議
会
　
市
内
文
化
財
巡
り

（担
当
白
鳥
町
）

郡
上
の
神
楽

（石
徹
白
巫
女
神
楽
と
白
鳥
神
社
大
神
楽
）

秋
季
日
帰
り
研
修

（滋
賀
県
甲
賀
氏
と
三
重
県
津
市
の
文
化
財
を
訪
ね
て
）
参
加
者
二
四
名

第
四
回
役
員
会

（事
業
人
バ
計
中
間
報
告
、
当
面
の
課
題
に
つ
い
て
、
懇
親
会
）

研
修
部
会

（令
和
三
年
度
春
季
日
帰
り
研
修
の
計
画
）

「文
化
財
や
ま
と
」
四
五
号
編
集
会
議

第
五
回
役
員
会
　
（令
和
二
年
度
春
季
日
帰
り
研
修
、
事
業

。
会
計
報
告
）

第
三
回
郡
上
市
文
化
財
保
護
協
議
会
理
事
会
　
中
止

一
七
日

二
七
日

七
月
　
一二
日

一
四
日

下
旬

二
五
日

八
月
　
七
日

三
〇
日

九
月
　
四
日

一

一
日

二
五
日

一
〇
月
　
初
旬

中
旬

一
一
月
　
初
旬

一
二
月
　
中
旬

二
月
　
初
旬

　̈

　

中
旬

下
旬

三
月
　
下
旬

下
旬

春
季
日
帰
り
研
修
は
中
止

第

一
回
郡
上
市
文
化
財
保
護
協
議
会
理
事
会

（書
面
表
決
書
に
て
）

第

一
回
執
行
部
会

（大
和
庁
舎
三
〇

一
会
議
室
）

令
和
元
年
度
事
業
報
告

。
決
算
報
告

総
会
の
持
ち
方

。
東
氏
郡
上
入
部
八
〇
〇
年
に
つ
い
て

「文
化
財
や
ま
と
」
四
五
号
編
集
会
議

令
和
二
年
度
大
和
文
化
財
協
会
総
会

（書
面
配
布
に
て
）

①
令
和
元
年
度
事
業
報
告

。
決
算
報
告

②
令
和
二
年
度
事
業
計
画

・
予
算
案

③
会
報

「文
化
財
や
ま
と
」
四
五
号
発
刊
　
（
発
行
部
数
二
五
〇
部

）

第
二
回
執
行
部
会

第

一
回
役
員
会

（奉
仕
作
業

へ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
）

第
二
回
郡
上
市
文
化
財
保
護
協
議
会
理
事
会

東
氏
館
跡
庭
園
池
泉
清
掃

・
阿
千
葉
城
跡
清
掃

（上
剣
地
区
参
加
）

七
日
祭
　
薪
能
は
中
止

上
剣
赤
保
木
祭

研
修
部
会

（秋
季
日
帰
り
研
修
に
つ
い
て
）

第
三
回
執
行
部
会

第
二
回
役
員
会

（秋
季
日
帰
り
研
修
の
計
画

。
実
施
に
つ
い
て
）

文
化
財
標
柱
設
置
作
業

郡
上
市
文
化
財
保
護
協
議
会

市
内
文
化
財
巡
り

（大
和
町
担
当
）

秋
季
日
帰
り
研
修

第
三
回
役
員
会

（事
業

・
会
計
中
間
報
告
、
当
面
の
課
題
に
つ
い
て
、
懇
親
会
）

研
修
部
会

（令
和
三
年
度
春
季
日
帰
り
研
修
の
計
画
）

第
四
回
執
行
部
会

第
五
回
役
員
会
　
（令
和
三
年
度
春
季
日
帰
り
研
修
、
事
業

。
会
計
報
告
）

「文
化
財
や
ま
と
」
四
六
号
編
集
会
議

第
三
回
郡
上
市
文
化
財
保
護
協
議
会
理
事
会

鵬

日

早
事

業
一計

画
（案
）

四
月
　
中
旬

二

一
日

六
月
　
四
日

金 金 金 日 金 土 火 金 土 水 木 木
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会 簿 (順不m 令和2年 5月現在

●■顧1問

旗 勝 美  (貪U) 88-2031

日 置 敏  明 1大 l・l見1 88-2254

■■IAlll

田 中 和 久 (理事)882200

田 中 康 ク、     88-2200

森 前 登志子   88-3479
/1ヽ 池 祐  二    88-4064

田 代 全 廣 (理事)88-3835

田 代 寿 子     88-3835

河
△
口 尚   88-2304

日 置 智 夫     88-2730

加 藤 典 子  88-3687

武儀山 博 之   88-3401

,可  合  利  雄 (理事)88-3520

佐  藤  光  ―-1名誉会長188-3201

佐 藤 八重子   88-3201

山 内   博   88-2886

山 内 悦 子   88-2886

カロ 藤 文 蔵     88-2802

本寸 瀬  方  彦     88-2008

日 置 武 劇1     88--2303

■大問見

大 野  一  道 (理事)88-2230

大 野 糸己 子     88-2230

青 木 ユリ子   88-3477
４
ｕ

姜
↑ 井 紀 幸 (理事)88-2323

池 田 充 彦 (理事)882796

小野江   勉   88-2725

謄 代 サ1贋
・
 イ予    88-3060

松 井 賢 雄 (理事)883991

坪 井 由佳子   88-3990

|■1方‐■場

桑 田 守 夫 (理事)88-2514

石 神 尭 生     88-2413

畑 中 真智子   88-2441

稲 葉 和 巳     88-2503

黒 岩 弘 己     88-2458

桑 田 洋  -   88-2414

圭目 地 正 男     88-2447

大 井 正  明 (理事)88-2894

旗   清 子 (理事)88-4170

大 中 登志枝   88-3624

■1徳■1永

糸田 江 幸 久 (書言己,88-4157

糸田 江 和 子     88-4157

山 内 孝 -  88-2616

渡 辺 睦 子 1理事,882076

雛退 一謄 賢 逸    88-4141

山 内 敏 子  882120

■神 路

山 田 正 代 (理事)882114

山 田 味代子   88-2844

山 田 敬 子   88-2336

野 田 加奈枝   88-3460
山 田 幸 子   88-2693
臼 田 金 市    88-3883

臼 田 路 子     88-3883

■■牧

齋 藤 武 生 (会長)883922

齋 一謄 純 子     88-3922

滝 日 一 正   88-3064

松 森 幹 男     88-3919

遠 藤 伝 司 (監事)88-3934

日 置 光  ―-     88-3001

瀧 日 千代美   88-3059

浦 泰 治 (理事)88-9080

三 浦 愛 子  889080

粟飯原 明 子   88-2362

日 置 人 司     88-2662

田 口 勇 治 (監事)88-3950
）渥 藤 同 真     88-2890

野 田 一嘉 剛目     88-3043

金 子 政 子     88-3426

早 瀬 ふみ子   88-3327

彗霧″1薬

野 田 恵 光 (理事)88-4027

島 崎 増 造 (理事)88-2236

寛 政 貝1     88-4031

増 田 洋 子     88-4041

道 家 稔 啓

道 家 真 由

島 崎 貢 一

菫1古1道

金  子  徳  彦 (副 会長)88-3063

細 川   優 (理事)88-2861

松  井  ツ青 治     88-3118

歳 藤 賢 雄      88--3983

IE落■部

常 平    為讀副会長)88-3837

常 平 真由美   88-3837

本 川 喜代±   88-3833

本 7青 子     88-3833

柴 垣 諭     88-3239

柴 垣 香 久子   88-3239

小 島 与 二  883814
/Jヽ 島 洋 子     88-3814

■■島

奥 田 日 剛目     88--2520

森 藤 雅 毅 (理事)88-2684

奥 田 弘 親     88-2431

木 島
`青

    88-3304

森 藤 龍 史    88-2154

和 田 平八郎   88-4324

森   憲 司 (会計)88-2554

田 中 篤     88-2792

山 田 長 次  883648

■1特別会員

大 和 観 光 協 会 882211
|=1賛助会員

郡上大和総合開発株式会社 88-2525

正 会 員

家 族 会 員

81名

14名
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項 目 予 算 額 摘 要

前 年 度 繰 越 金 2,295 令和元年度より

会 員 会 費
176,000 正会員 81名 家族会員 14名

36,000 特別会員 2回 賛助会員 3日

助   成   金 81,000 郡上市より

雑   収   入

^ lll 295,300

◆◆◆令和元度 決算報告書 ◆◆◆ ◆◆◆令和 2年度 予算(案)◆◆◆

(収入の部) (単位 :円
) (収入の部) (単位 :円

)

(支出の部 ) (単位 :円
) (支出の部) (単位 :円

)

令和元年度の歳入。歳出処理について監査を行ったところ、適正に処理されていましたことを報告いたします。

令和 2年 6月 4日

監事  田 口 勇 治 監事  遠 藤 伝 司
(今回から印影は省略 )

□
□
□
□

今
年
度
は
春
先
か
ら
新
型
コ
ロ
ナ

の
流
行
が
あ
り
、
社
会
に
大
き
な
影

響
を
与
え
て
い
ま
す
。
ウ
イ
ル
ス
の

た
め
に
命
を
亡
く
さ
れ
た
方
々
は
本

当
に
無
念
で
あ

っ
た
ろ
う
と
思
い
、

深
く
哀
悼
の
意
を
表
し
ま
す
。
ま
た

最
前
線
で
闘

っ
て
み
え
る
医
療
関
係

の
皆
さ
ま
に
は
敬
意
を
表
し
ま
す
。

さ
て
来
年
は
東
氏
郡
上
入
部
か
ら

八
百
年
の
節
目
を
迎
え
ま
す
。

い
く

つ
か
の
疑
間
に

一
つ
の
解
答
を
与
え

て
く
だ
さ

っ
た
斉
藤
会
長
の
説
に
は
、

あ
ぁ
そ
う
な
ん
だ
と
す
ご
く
納
得
が

い
き
ま
し
た
。

山
内

一
豊
夫
人
顕
彰
会
長
の
川
上

朝
史
氏
の
千
代
郡
上
出
自
説
に
は
、

な
る
ほ
ど
明
快
な
史
料
の
裏
付
け
と

説
得
力
が
あ
り
ま
す
。

自
分
た
ち
の
近
く
に
あ
る
文
化
伝

統
や
文
化
財
の
価
値
が
、
皆
さ
ん
の

研
究
で
更
に
明
ら
か
に
な

っ
て
い
く

事
に
大
き
な
喜
び
を
感
じ
ま
す
ｃ

未
知
の
ウ
イ
ル
ス
と
の
戦
い
が
ま

だ
ま
だ
続
き
ま
す
が
、
」ヽれ
も
研
究
者

の
方
々
が
き
っ
と
打
ち
勝
つ
方
法
を
発

見
し
て
く
だ
さ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

皆
様
、
感
染
予
防
に
努
め
て
い
た
だ

い
て
、
益
々
ご
活
躍
く
だ
さ
い
。
〈
マ
後
と

も
ご
意
見
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

（編
集
子
）

「文
化
財
や
ま
と
」
第
四
十
五
号
　
令
和
二
年
六
月
二
五
日
発
行
　
発
行
者
／
大
和
町
文
化
財
保
護
協
会
　
代
表
者
／
齋
藤
武
生
　
印
刷
者
／
白
鳥
印
刷

項 目 決 算 額 摘 要

前 年 度 繰 越 金 6,318 平成30年 度より

会 員 会 費
170,000 「会員78名 家族会員 14名

36,000 特別会員 2「1 賛助会員 3国

助 成 金 81,000 郡上市より

雑  収  入

本
計 293,318

項 目 予■算 額 摘 要

総 費 10,000 総会資料

議 費 10,000 執行部会運営各部会役員会

会 議 費 小 計 20,000

会 報 発 行 費 60,000 会報「文化財やまと45号 J250部

ンヽ

議
員

一卒
営

一ホ

運
10,000 レンタルサーバー代

奉 仕 活 動 費 10,000
文化財清掃奉仕作業
傷害保険

文 化 財 保 護 費 10,000
七日祭・赤保木祭 文化財
標柱設置

研 修 費 50,000
秋季日帰り研修補助
役員研修

記念事業積立金 60,000 定額貯金

事 業 費 小 計 200,000

消耗品・事務費 10,000 用紙代・印刷代 等

通  信  費 15,000 はがき・切手手数料

事 務 局 費 小 計 25,000

負  担  金 20,000 市協議会費

予  備  費 30,300

△
計 295,300

項 目 決 算 額 摘 要

総  会  費 16,510
記念講演 (り |1上 朝史氏)

総会お茶

議 費 6,540 執行部会運営各部会役員会

会 議 費 小 計 23,050

会 報 発 行 費 57.564 会報
~文

化財やまと44号 」250部

ン゙
弟
貝

一卒

営
一ホ

運
5.466 さくらレンタル十一バー

奉 仕 活 動 費 6.260 文化財清掃本仕作業傷害保険

文 化 財 保 護 費 8,400 七日祭 赤保木祭

研 1多 費 80,231
春季・秋季日帰り研修補助

役員研修

記念事業積立金 70,000 定額貯金

事 業 費 小 計 227,921

消耗品費・事務費 6,463 用紙代・印刷代 等

通  信  費 13.589 はがき・L7J手 手数料

事 務 局 費 小 計 20,052

負  担  金 20,000 市協議会費

予 備 費 0

次年度繰越 金 2,295

△
計 293,318
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