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破
壊

と
創

造

七鈴五獣鏡

）

昨
年
七
月
、
篠
脇
城
下
の
東
氏
居
館

跡
の
発
掘
が
始
め
ら
れ
、
一
〇
月
末
ま

で
に

八
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
（
約
八

畝
）
の
調
査
を
終
っ
た
。
ま
だ
全
体
計

画
の
１
７
に
も
達
し
な
い
面
積
で
あ
る

け
れ
ど
も
、
出
土
し
た
遺
物
は
す
で
に

一
万
点
を
超
え
、
特
に
地
表
か
ら
約

一

。
一
メ
ー
ト
ル
の
深
さ
の
所
に
庭
園
の

一
部
と
見
ら
れ
る
池
や
中
の
島
な
ど
の

遺
構
が
現
わ
れ
て
き
た
の
に
は
驚
か
さ

れ
た
。
ま
た
遺
物
の
中
に
は
、
当
時
上

流
社
会
で
し
か
使
わ
れ
な
か
っ
た
天
目

茶
わ
ん
や
、
日
本
で
は
ま
だ

作
ら
れ
な
か
っ
た
、
中
国
製

青
磁
器
の
破
片
な
ど
も
い
く

つ
か
混
っ
て
い
て
、
城
主
の

文
化
生
活
が
戦
国
の
武
将
に

は
珍
じ
く
高
度
な
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
感
じ
さ
せ
た
。

た
だ
残
念
な
の
は
、
そ
れ
ら
貴
重
な

出
土
品
が
、
満
足
に
原
形
を
保
っ
て
い

る
も
の
は
皆
無
に
近
く
、
ほ
と
ん
ど
全

部
が
細
か
い
破
片
の
哀
れ
な
姿
で
現
わ

れ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
多
く

の
埋
蔵
文
化
財
に
免
れ
が
た
い
宿
命
と

も
考
え
ら
れ
る
が
、
も
し
戦
争
に
会
わ

な
か
つ
た
ら
、
こ
れ
ほ
ど
で
は
な
か
っ

た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
篠
脇
城
は
前
後
二
回
敵
襲
を
受

け
て
い
る
。
そ
の
た
め
東
氏
が
一長
年
に

わ
た
っ
て
築
い
た
篠
脇
文
化
が
相
当
の

打
撃
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
と
は
、
こ
れ

ま
で
も
推
測
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る

が
、
今
回
の
調
査
に
よ
っ
て
そ
れ
が
実

証
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
想
像
以
上
に

ひ
ど
く
、
ほ
と
ん
ど
壊
滅
的
な
損
害
を

受
け
た
こ
と
が
、
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
現

時
点
で
い
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
確
実

な
こ
と
は
今
後
の
発
掘
に
待
つ
ほ
か
な

い
。私

は
、
こ
う
し
た
発
掘
現
場
を
見
な

会

長

　

野

田

直

が
ら
、
ゆ
く
り
な
く
も
俳
人
芭
蕉
が
奥

州
一普
泉
（
岩
手
県
）
を
訪
ね
た
時
の
情

景
を
思
っ
て
み
た
。
そ
れ
は

夏
草
や
つ
わ
も
の
ど
も
が
夢
の
跡

と
い
う
有
名
な
俳
句
に
つ
い
て
で
あ
る
。

「
つ
わ
も
の
ど
も
」
は
だ
れ
を
指
す
か

諸
説
が
あ
る
が
、
や
は
り
直
接
的
に
は

高
館
（
た
か
だ
て
）
で
最
後
を
遂
げ
た

源
義
経
と
そ
の
部
下
た
ち
を
指
す
も
の

と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

芭
蕉
が
門
人
曽
良
（
そ
ら
）
を
つ
れ

工
半
泉
を
訪
ね
た
の
は
、
元
藤
二
年
（

）

一
六
八
九
）
五
月
の
こ
と
で
、
義
経
が

敗
死
し
た
年
か
ら
数
え
て
ち
ょ
う
ど
五

〇
〇
年
目
で
あ
っ
た
。
五
〇
〇
年
前
の

子
泉
は
奥
州
藤
原
氏
が
三
代
に
わ
た
っ

て
栄
華
を
極
め
た
所
で
あ
る
が
、
芭
蕉

の
こ
ろ
は
す
べ
て
士基
廃
し
、
た
だ
金
色

堂
だ
け
が
昔
の
面
影
を
留
め
て
い
た
。

し
か
し
芭
蕉
が
最
初
に
訪
ね
た
の
は

金
色
堂
で
は
な
く
、
義
経
主
従
の
た
て

こ
も
っ
た
と
い
う
高
館
（
た
か
だ
て
、

一
名
衣
川
の
館
）
の
跡
で
あ
っ
た
。

一局
館
か
ら
見
下
ろ
す
と
、
藤
原
氏
三

代
の
居
館
で
あ
っ
た
平
泉
館

（
ひ
ら
い
ず
み
の
や
か
た
）

の
跡
は
、
今
は
田
ん
ぼ
だ
っ

た
。

「
奥
の
細
道
」
に

「秀

払
旧
　
　
　
衡
が
跡
は
田
野
に
な
り
て
金

鶏
山
の
み
形
を
残
す
」
と
記

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の

「秀
衡
（
ひ
で

ひ
ら
）
が
跡
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
藤
原

氏
の
栄
華
は
秀
衡
の
こ
ろ
頂
点
に
達
し

た
と
い
わ
れ
、
朝
廷
も
そ
の
実
力
を
認

め
て
、
彼
を
鎮
守
府
将
軍
と
し
た
。
白

鳥
町
石
徹
自
の
観
音
堂
に
安
置
さ
れ
て

い
る
金
銅
の
虚
空
蔵
菩
薩

（
国
の
重
文

）
は
彼
の
寄
進
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ

れ
ほ
ど
彼
の
名
は
諸
国
に
ひ
び
い
て
い

た
の
で
あ
る
。
そ
の
秀
衡
が
失
意
の
義

経
を
か
く
ま
っ
て
鎌
倉
幕
府
の
圧
力
に

対
抗
し
た
の
で
、
彼
の
在
世
中
は
さ
す

が
の
頼
朝
も
奥
州
に
は
手
を
出
さ
な
か

っ
た
。

義
経
が
衣
川
館
盆
彙
館
）
の
一
戦
に

敗
れ
、
波
乱
の
生
涯
を
閉
じ
た
の
は
、

秀
衡
の
死
後

一
年
余
り
後
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
芭
蕉
は
若
く
し
て
散
っ
た
悲
運

の
武
将
に
限
り
な
い
同
情
を
寄
せ
、

「
さ
て
も
義
臣
す
ぐ
つ
て
こ
の
城
に

こ
も
り
、
功
名

一
時
の
草
む
ら
と
な

る
」

（
奥
の
細
道
）

と
記
し
、
ま
た
平
泉
の
荒
廃
を
悲
し
ん

で
、

「国
破
れ
て
山
河
あ
り
」
と
い
う

中
国
の
古
詩
を
思
い
起
こ
し
て
、
涙
を

流
し
な
が
ら
、
上
記

「夏
草
や
」
の
名

句
を
よ
ん
だ
の
で
あ
る
。

戦
争
は
、
文
化
と
文
化
財
の
破
壊
者

で
あ
る
。
戦
争
に
よ
っ
て
藤
原
氏
三
代

の
文
化
財
は
破
壊
さ
れ
た
。
そ
れ
は
永

遠
に
と
り
戻
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ

こ
に
人
々
は
限
り
な
い
愛
惜
の
情
を
感

じ
る
。

し
か
し
な
が
ら
ヽ
平
泉
の
文
化
と
文

化
財
は
破
壊
で
終
っ
た
の
で
は
な
か
っ

た
。
そ
れ
は
五
〇
〇
年
後
の
天
才
詩
人

芭
蕉
に
よ
っ
て
、
新
た
な
生
命
を
吹
き

こ
ま
れ
、
「
奥
の
細
道
」
に
見
る
よ
う

に
美
し
い
文
章
と
俳
句
に
な
っ
て
、
み

ご
と
に
創
造
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
永
遠
に
亡
び
る
こ
と
の
な
い
精
神
文

化
の
創
造
で
あ
っ
た
ｃ



薬
師
信
仰
と

大
和
村
の
薬
師
堂

畑

中

浄

園

薬
師
如
来
は
、
薬
師
琉
璃
光
如
来
を

い
っ
て
、
東
方
浄
琉
璃
世
界
の
仏
で
あ

る
。
そ
の
仏
像
は
チ
ベ
ッ
ト

・蒙
古

・

敦
爆
の
千
仏
洞

・
中
国
竜
門
の
石
窟
寺

・朝
鮮
な
ど
広
く
大
陸
に
残
存
し
て
い

る
。
日
本
の
仏
教
も
薬
師
信
仰
か
ら
は

じ
ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
法
隆
寺

講
堂
に
安
置
さ
れ
た
薬
師
如
来
像
は
、

用
明
天
皇
の
病
気
半
癒
を
祈
願
し
て
造

ら
れ
た
日
本
最
初
の
仏
像
で
あ
っ
た
。

ま
た
日
本
書
紀
に
も
朱
鳥
元
年

釜
ハ
八

六
）
天
武
天
皇
の
病
気
平
癒
を
祈
願
し

て
川
原
寺
に
お
い
て
薬
師
経
が
読
誦
さ

れ
た
と
い
っ
て
い
る
。
医
術
の
幼
稚
で

あ
っ
た
当
時
に
お
い
て
は
、
医
王
薬
師

。
大
医
王
仏
と
も
い
わ
れ
た
薬
師
如
来

に
天
皇
や
貴
族
達
が
病
根
を
除
く
た
め

の
祈
願
を
盛
ん
に
行
っ
て
い
る
。
奈
良

の
仏

内
石

堂
と

師
来

薬
如

辺
師

河
薬

か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
仏
教
が
全
国

に
広
が
っ
た
が
、
そ
れ
は
深
遠
な
教
理

の
理
解
や
修
道
で
は
な
く
、
庶
民
の
生

活
を
脅
か
す
病
気
を
治
癒
す
る
仏
と
し

て
の
薬
師
信
仰
が
い
ち
早
く
受
け
入
れ

ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

薬
師
本
願
経
に
は

一
二
の
本
願
が
あ

げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
心
を
な
す
の

は
第
六
願
と
第
七
願
で
、
衆
生
の
目
も

見
え
ず
耳
も
聞
こ
え
な
い
も
の
、
両
足

の
不
自
由
な
も
の
、
顔
の
醜
い
も
の
も

薬
師
の
名
を
唱
え
れ
ば
た
ち
ま
ち
姿
も

形
も
正
常
に
な
る
。
ま
た
病
気
が
せ
ま

っ
て
き
て
医
者
に
か
か
れ
ず
、
薬
も
な

く
、
食
も
な
く
、
親
も
な
け
れ
ば
家
も

な
い
、
た
だ
貧
し
く
て
苦
し
い
と
き
に

薬
師
の
名
を

一
た
び
唱
え
れ
ば
、
こ
れ

ら
の
苦
悩
は
た
ち
ど
こ
ろ
に
除
か
れ
る

と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
薬
師

一
二
大

願
に
配
せ
ら
れ
て
い
る
の
が
一
二
神
将

で
、
こ
の
神
将
は

一
二
支
に
あ
て
ら
れ

て
い
る
が
、
こ
の
一
二
神
将
が
夜
叉
を

ひ
き
い
て
薬
師
如
来
を
守
護
し
て
い
る

と
い
う
。
ま
た
、
こ
の
薬
師
如
来
の
両

脇
待
に
は
普
通
、
日
光

。
月
光
の
二
菩

薩
が
配
せ
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し

て
も
、
こ
う
し
た
薬
師
へ
の
信
仰
が
古

代
か
ら
中
世
に
か
け
て
、
か
な
り
広
く

行
わ
れ
て
い
た
。
そ
う
し
て
、
室
町
中

期
に
蓮
如
上
人
に
よ
る
北
陸
教
化
が
郡

）

上
に
も
影
響
を
お
よ
ぼ
す
に
つ
れ
て
、

郡
上
で
は
阿
弥
陀
の
信
仰
が
こ
れ
に
と

っ
て
か
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し

そ
れ
で
も
な
か
、
薬
師
へ
の
信
仰
が
全

く
す
た
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、

民
間
信
仰
と
し
て
根
強
く
残
っ
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）

の

「郡
上
領
留
記
」

（
自
鳥
町
史
史
料

編
）
に
よ
っ
て
、
郡
上
領

一
二
一
カ
村

の
中
か
ら
民
間
信
仰
の
祠
堂
を
拾
う
と

薬
師
堂
三
〇
　
　
観
音
堂

一
七

庚
申
堂
　
四
　
　
勢
至
堂
　
一

地
蔵
堂
　
一　
　
比
沙
門
堂

一

弁
才
天
　
一　
　
虚
空
蔵
堂

一

大
日
堂
　
一　
　
弥
ろ
く
堂

一

と
な
る
。
薬
師
堂
の
数
が
観
音
堂
の

約
二
倍
に
近
い
数
を
占
め
て
い
る
こ
と

が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
、

薬
師
信
仰
が
庶
民
の
間
に
根
強
く
の
こ

っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
薬
師
堂
三
〇
の
う
ち
、
大
和
村

に
ぞ
く
す
る
も
の
を
前
記
の

「留
記
」

に
よ
っ
て
あ
げ
る
と
、
（
カ
ッ
コ
内
は

望
者
の
注
記
）

河
辺
村
　
薬
師
堂
四
尺
に
三
尺
二
寸

板
葺
　
鍵
預
り
百
姓
与
右
衛
門
（

与
右
衛
門
は
屋
敷
跡
が
の
こ
っ
て

か
り
、
分
家
与
左
衛
門
が
鍵
預
り

と
な
っ
て
い
た
が
、
現
在
は
熊
田

与
惣
松
氏
で
あ
る
）

徳
永
村
　
薬
師
堂
四
尺
に
五
尺
五
寸

板
葺

（
明
治
初
年
よ
り
多
賀
神
社

と
な
る
）

落
部
村
　
薬
師
堂
五
尺
四
面

堂
守

喜
左
衛
門

巫
Ｔ
（氏Ｍ
に岬
囀

多
賀

）

東
俣
村
　
薬
師
堂
三
月
四
面

機
宜ぎ

四
郎
左
衛
門

牧
村
　
薬
師
堂
二
尺
五
寸
回
り

（
現

在
未
確
認
）

西
俣
村
　
薬
師
堂
四
尺
四
面
板
葺

村
普
請
　
祢
宜
弥

一
兵
衛

（
現
当

主
は
桝
田
吉
計
氏
）

母
袋
村
　
薬
師
堂
三
尺
四
面

小
間
見
村
　
薬
師
堂
三
間
二
間

大
間
見
村
　
薬
師
堂
三
尺
四
方

薬

師
堂
三
尺
四
方
（
こ
の
二
堂
の
う

ち
一
堂
は
口
大
問
見
に
あ
り
、
明

治
初
年
に
多
賀
神
社
と
な
っ
た
。

他
の
一
堂
は
不
明
）

と
あ
る
。
こ
の
合
計

一
一
の
祠
堂
の

数
は
当
時
の
郡
上
領
内
三
〇
堂
の
三
分

の
一
を
大
和
村
で
占
め
て
い
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
こ
の
記
録
の
ほ
か
、
下

万
場
に
森
太
郎
兵
衛
の
薬
師
堂

（
こ
れ

は
万
場
七
軒
七
が
ゅ
一
つ
）
名
皿
部
公

民
館
前
に
薬
師
堂
、
下
栗
巣
に
中
山
薬

師
が
あ
る
。
こ
の
中
山
薬
師
堂
に
は
寛

）

文
四
年

（
一
六
六
四
）
の
棟
札
が
あ
り

御
物
石
な
ど
古
代
遺
物
の
石
器
が
多
数

蔵
せ
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
現
存
し
な

い
が
剣
の
観
音
堂
の
ふ
も
と
に
も
薬
師

堂
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
堂
の
多
く
は
小
一祠
堂
で
、

人
目
に
も
つ
き
に
く
い
所
に
あ
り
、
ま

だ
詳
細
な
調
査
が
で
き
て
い
な
い
が
、

東
俣
（
古
道
）
の
厚
谷
の
薬
師
堂

（
堂

守
清
水
佐
市
氏
）
に
は
文
化

・
天
保
の

雄

毅

雛

鋪

務

課

鋪

午

ま
た
、
河
辺
薬
師
の
本
尊
は
朱
で
彩
色

さ
れ
た
素
朴
な
木
像
で
衣
紋
の
流
れ
が

美
し
い
。
寛
政

一
〇
年

（
一
七
九
八
）

口
神
路
の
森
小
十
郎
（
現
当
主
正
直
氏

）
の
薬
師
如
来
座
像
が
こ
の
河
辺
薬
師

堂
に
納
め
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
と

「中

里
貧留
」

（
森
正
直
氏
蔵
）
に
見
え
て
い

る
。
な
か
、
こ
の
堂
内
に
は
タ
テ
王
ハ

セ
ン
チ
、
台
座
の
径
八
セ
ン
チ
の
石
像

が
合
祀
さ
れ
て
い
る
（
写
真
右
下
の
小

像
）
き
わ
め
て
素
朴
な
像
で
、
二
重
の

厚谷薬師堂内
の絵馬
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須
弥
座
の
上
に
半
身
が
立
体
彫
り
に
な

っ
て
い
る
珍
し
い
石
像
で
、
江
戸
時
代

に
は
こ
う
し
た
小
石
像
が
民
間
の
小
祠

堂
に
ま
つ
ら
れ
信
仰
の
対
象
に
な
っ
た

よ
う
で
あ
る
一
以
上
こ
れ
ら
薬
師
堂
の

多
く
は
、
そ
の
創
立
年
代
が
不
明
で
あ

る
。
た
だ
徳
永
薬
師
は
明
応
三
年
（
一

四
九
四
）
の
創
建
と
い
い
（
町
村
略
志

）
、
河
辺
薬
師
は
嘉
吉
元
年
（
一
四
四

一
）
と
い
う
い
い
伝
え
が
あ
る
が
記
録

は
残
っ
て
い
な
い
。
江
戸
時
代
ヽ
農
民

支
配
の
基
本
法
典
で
あ
る

「
五
人
組
帳

」
に
、
新
し
く
寺
社
を
建
立
す
る
こ
と

や
、
ほ
こ
ら
念
仏

・題
目
の
石
塔

。
供

養
塚

・庚
申
塚

・地
蔵
堂
の
類
な
ど
新

規
に
建
立
す
る
こ
と
が
堅
く
禁
止
さ
れ

て
い
る
か
ら
、
大
和
村
に
現
存
す
る
薬

師
堂
も
、
そ
の
多
く
は
江
戸
時
代
以
前

か
ら
存
在
し
て
い
た
も
の
と

一
応
は
考

え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
日
本

仏
教
史
の
流
れ
の
中
で
、
古
代

。中
世

に
根
を
は
っ
た
薬
師
信
仰
が
、
大
和
村

に
お
い
て
も
そ
の
影
響
が
色
濃
く
残
っ

て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
当
地
の
古

代

。中
世
の
精
神
文
化
の
高
さ
を
も
の

語
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
よ
う
で
あ
る
。
各
の
薬
師
堂
に
つ
い

て
は
、
今
後
の
調
査
に
ま
た
ね
ば
な
ら

な
い
の
で
、
各
位
の
ご
教
示
を
お
願
い

す
る
次
第
で
あ
る
。

）

正
倉

院

展

を

見

学

し

て河

合

芳

江

正
倉
と
い
う
の
は
昔
の
官
倉
の
こ
と

で
奈
良

・平
安
の
時
代
に
は
中
央
の
大

蔵
省
を
は
じ
め
地
方
の
役
所
に
至
る
ま

で
、
こ
れ
が
設
け
ら
れ
て
い
た
そ
う
で

す
。
そ
し
て
大
き
な
寺
は
こ
れ
を
持
っ

て
い
て
宝
物
類
を
納
め
て
い
た
の
で
す

が
、
現
在
で
は
そ
の
こ
と
ご
と
く
が
滅

ん
で
し
ま
い
、
最
後
に
こ
の
宝
庫

一
棟

だ
け
が
残
り
、
千
二
百
余
年
前
の
数
々

の
貴
重
な
宝
物
を
現
代
に
伝
え
て
き
た

天
平
の
宝
庫
と
な
り
、
八
世
紀
の
ア
ジ

ア
中
近
東
の
文
化
を
伝
え
る
重
要
な
存

在
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

毎
年
正
倉
院
展
を
見
学
し
て
、
今
も

私
の
心
に
残
っ
て
い
る
宝
物
を
二
、
三

列
挙
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

如
意
に
つ
い
て
‥
‥

如
意
と
い
う
の
は
僧
侶
が
孫
の
手
の

よ
う
に
背
を
意
の
如
く
掻
ぐ
実
用
的
な

用
具
で
し
た
が
、
仏
教
の
形
式
化
に
と

も
な
い
実
用
を
離
れ
て
威
儀
を
と
と
の

え
る
儀
式
的
な
も
の
に
な
り
、
次
第
に

装
飾
化
さ
れ
て
き
た
も
の
だ
そ
う
で
す
。

黄
金
殊
玉
荘
犀
角
如
意
は
以
前
に
台
湾

へ
旅
行
し
故
宮
博
物
館
で
見
学
し
た
数

多
く
の
如
意
と
は
趣
が
異
な
り
、
非
常

に
女
性
的
で
こ
ま
や
か
で
優
雅
な
感
じ

を
受
け
ま
し
た
。
こ
の
如
意
に
は
撥
鎮

・
嵌
玉

・
木
画

・
彫
刻
等
さ
ま
ざ
ま
な

技
法
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
そ
れ
ら
を
巧

み
に
組
み
合
わ
せ
て
一
つ
の
作
品
を
完

成
さ
せ
て
い
ま
す
。
叉
ジ
ャ
ン
ポ
型
如

意
と
し
て
は
斑
犀
の
如
意
が
あ
り
犀
角

は
イ
ン
ド
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
と
言
わ

れ
、
こ
れ
を
持
っ
た
僧
侶
は
定
め
し
威

風
堂
々
と
し
て
そ
の
一家
華
さ
を
誇
っ
た

か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
前
者
に
比
し
て
男

性
的
な
感
じ
を
受
け
ま
し
た
。

鳥
毛
屏
風
に
つ
い
て
‥
‥

こ
の
昇
風
は
江
戸
時
代
か
ら
鴨
毛
昇

風
の
名
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
近
年
貼

布
の
鳥
毛
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
日
本
産

）

雉
や
山
鳥
の
毛
を
使
っ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
っ
た
由
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
鳥

毛
を
使
っ
た
樹
下
美
人
図
（
鳥
毛
立
女

昇
風
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
）
の
屏

風
も
同
じ
日
本
産
の
鳥
毛
を
使
用
し
て

い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
面
白
い
の

は
当
時
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
あ
ら
わ
し

て
い
て
代
表
美
人
に
最
高
の
衣
装
を
着

せ
た
の
か
も
知
れ
液
せ
ん
。
今
ｆ
言
え

ば
ミ
ン
ク
の
コ
ー
ト
を
ヾ
ス
ユ
ニ
バ
ー

ス
の
代
表
に
着
せ
た
よ
う
な
も
の
で
、

女
性
の
流
行
は
古
今
東
西
を
通
じ
て
い

つ
の
世
代
に
も
通
ず
る
も
の
が
あ
る
よ

う
で
大
変
面
白
い
と
思
い
ま
し
た
。

鏡
を
み
て
‥
‥

鳥
獣
花
背
方
鏡
ば
海
獣
葡
萄
鏡
と
も

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
鏡
は
鋳
上
り

が
非
常
に
よ
く
保
存
状
態
も
良
好
で
自

銀
色
に
輝
き
伝
世
品
と
し
て
は
最
上
の

も
の
で
あ
り
、
名
工
の
技
術
と
優
秀
さ

を
見
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
こ
れ
は
唐

ょ
り
船
で
運
ば
れ
た
も
の
ら
し
く
さ
公
其

朝
時
代
に
は
特
に
鏡
の
鋳
造
が
盛
ん
で

あ
っ
た
よ
う
で
す
。
平
螺
鋼
背
八
角
鏡

は
九
面
あ
る
そ
う
で
す
。
花
弁
や
葉
心

を
朱
や
金
泥
で
彩
色
し
て
そ
の
上
に
琥

珀
を
は
め
こ
ん
で
透
視
の
効
果
を
ね
ら

っ
て
い
る
点
な
ど
心
に
く
い
程
の
す
ば

ら
し
さ
で
あ
り
ま
す
。
又
色
の
コ
ン
ト

ラ
ス
ト
の
す
ば
ら
し
さ
は
盛
唐
時
代
に

ふ
さ
わ
し
い
豊
か
な
色
彩
美
に
あ
ふ
れ

て
い
ま
す
。
私
は
三
度
三
度
大
勢
の
人

々
の
頭
を
か
き
わ
け
て
後
一戻
り
し
な
が

ら
小
さ
な
目
を
皿
の
よ
う
に
丸
く
し
て

こ
の
鏡
類
を
心
の
奥
に
焼
き
つ
け
る
よ

う
に
眺
め
て
き
ま
し
た
。

「天
平
の
鏡
に
魅
入
り
思
い
草
」

赤
地
鴛
鶯
唐
草
文
錦
に
つ
い
て
‥
‥

こ
れ
は
聖
武
天
皇
御
一
周
忌
斎
会
に

斎
場
で
あ
っ
た
東
大
寺
に
飾
ら
れ
た
も

の
だ
そ
う
で
す
。
こ
れ
を
復
原
し
て
み

ま
す
と
蓮
華
上
に
花
を
墜
が
て
相
対
す

る
鴛
鵞
を
中
心
に
蓮
層
草
の
円
輪
で
囲

ん
だ
主
文
と
同
じ
よ
う
に
蓮
唐
草
の
菱

形
副
文
が
ぐ
の
目
に
割
り
つ
け
て
あ
っ

た
そ
う
で
す
。
こ
の
唐
花
文
も
当
時
の

流
行
だ
っ
た
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
昔
か

ら
仲
の
よ
い
夫
婦
の
こ
と
を
鴛
鵞
の
よ

う
だ
と
か
鴛
鶯
の
契
り
と
か
言
わ
れ
て

き
ま
し
た
が
、
聖
武
天
皇
亡
き
あ
と
の

光
明
皇
后
の
悲
し
み
が
こ
の
文
様

一
つ

を
見
て
も
偲
ば
れ
て
き
ま
す
。

正
倉
院
の
宝
物
は
、
天
平
文
化
の
遺

産
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
古
代
オ
リ

エ
ン
ト
文
化
が
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
経
て

唐
文
化
と
融
合
し
、
更
に
我
が
国
に
お

い
て
花
開
い
た
世
界
的
な
貴
重
な
文
化

財
で
ぁ
り
ま
す
。
私
達
は
こ
の
尊
い
文

化
遺
産
を
大
切
に
し
て
後
世
に
伝
え
て

行
き
た
い
も
の
で
す
。

正 倉院 にて

― る一



く随想 レ

明

建

神

社

の

桜

並

木

ほ

か

田

中

　

裕

大
和
村
広
報
百
十
六
号
で
桜
の
花
が

日
本
人
の
共
感
を
よ
ぶ
も
の
と
し
て
、

常
縁

・
宗
祇
の
連
歌
を
は
じ
め
と
し
て

い
く
つ
か
の
歌
や
句
を
紹
介
し
た
が
、

も
っ
と
古
く
か
ら
日
本
人
の
心
の
中
に

は
桜
に
対
す
る
愛
着
が
あ
っ
た
よ
う
で

あ
る
。

九
恭
天
皇
の
恋
人
で
あ
っ
た
な
遜
ぽ

を
、
桜
の
美
し
さ
に
た
と
え
て
、

「
花
ぐ
は
じ
桜
の難
で
Ｒ
難
で
は

早
く
は
愛
で
ず
我
が
愛

づ
る
子
ら
」

と
い
う
歌
を
贈
ら
れ
て
い
る
。

万
葉
集
に
は
、
桜
を
よ
ん
だ
歌
が
四

十

一
首
あ
る
が
、

「
春
日
な
る
三
笠
の
山
に
月
い
で
ぬ
か

も佐
紀
山
に
咲
け
る
桜
の
花
の
見
ゆ
べ

と
か
、

「
青
丹
よ
し
奈
良
の
都
は
咲
く
花
の

に
お
う
が
如
く
今
盛
り
な
り

」

な
ど
は
有
名
で
あ
る
。

尚
、
紫
農
殿
の
左
近
の
桜
も
か
つ
て

は
梅
で
あ
っ
た
が
、
仁
明
天
皇
の
頃
に

桜
に
か
え
ら
れ
た
と
い
う
。

平
安
時
代
に
な
る
と
、

「
見
わ
た
せ
ば
　
柳
桜
を
こ
き
ま
ぜ
て

都
ぞ
春
の
に
し
き
な
り
け
る

」

素
性
法
師

「
世
の
中
に
た
え
て
桜
の
な
か
り
せ

ば春
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し

」

在
原
業
平

更
に
下
っ
て
平
忠

度
の

「
さ
ゞ
波
や
志
賀

の
都
は
荒
れ
に

し
を

昔
な
が
ら
の
山

桜
か
な

」

な
ど
は
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
。

江
戸
時
代
に
な

）

る
と
も
う
桜
は
庶
民
の
花
と
な
り
、

「
花
の
雲
　
鐘
は
上
野
か
浅
草
か

」

芭
蕉

「
井
の
端
の
桜
あ
ぶ
な
し
酒
の
酔

」

千
代
女

「
天
か
ら
で
も
降
っ
た
よ
う
な
桜
哉

」

一
茶

と
い
う
よ
う
に
身
近
な
も
の
に
な
っ
て

き
た
。

い
わ
ゆ
る
桜
の
名
所
と
い
わ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
、
た
と
え
ば
吉
野
山
と
か
、

岐
阜
県
で
は
揖
斐
郡
の
霞
間
が
谷
の
桜

は
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
で
あ
る
。

日
本
で
一
番
古
い
と
い
わ
れ
る
山
梨

県
の
神
代
桜
や
根
尾
の
淡
墨
桜
は
エ
ド

ヒ
ガ
ン
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
も
と
は
山

に
自
然
に
は
え
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

ヤ
マ
ザ
ク
ラ
や
ヒ
ガ
ン
ザ
ク
ラ
は
、

ソ
メ
イ
ョ
シ
ノ
の
よ
う
な
は
な
や
か
さ

は
な
い
が
、
日
本
人
の
心
に
あ
っ
た
渋

さ
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
丈
夫

で
あ
り
寿
命
も
長
い
。
明
建
の
桜
も
補

植
す
る
場
合
、
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
か
ヒ
ガ
ン

ザ
ク
ラ
に
し
て
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。

明
建
の
桜
は
年
々
勢
が
な
く
な
っ
て

行
く
よ
う
で
あ
る
。　
一
昨
年
、
県
文
化

財
審
議
委
員
の
堀
先
生
に
つ
い
て
ま
わ

っ
た
時
も
、
明
建
の
桜
の
幹
に
つ
い
て

い
る
苔

（
正
確
に
は
地
衣
類
）
や
ノ
キ

シ
ノ
ブ
な
ど
を
気
に
し
て
居
ら
れ
た
。

幸
い
道
路
は
つ
け
か
え
ら
れ
る
と
の
こ

と
で
、
排
気
ガ
ス
や
車
の
重
圧
に
よ
っ

て
い
た
め
ら
れ
る
と
い
う
心
配
は
な
く

な
る
が
、
何
と
か
こ
の
幹
に
つ
い
て
い

る
も
の
を
と
っ
て
や
り
た
い
も
の
で
あ

フつ
。

お

古
道
の
細
川
さ
ん
の
家
の
前
に
、
大

き
な
ヒ
イ
ラ
ギ
が
あ
る
。
ヒ
イ
ラ
ギ
は

モ
ク
セ
イ
科
の
常
緑
樹
で
、
関
東
以
西

の
山
地
に
自
生
し
て
い
る
。
こ
の
木
の

葉
の
縁
に
は
、
一
ｔ
二
個
の
す
る
ど
い

と
げ
状
の
鋸
歯
が
あ
る
。
そ
の
た
め
古

く
は
、
悪
魔
除
け
と
し
て
節
分
の
日
に

イ
フ
ン
の
頭
を
そ
え
て
門
口
に
さ
し
て

お
い
た
と
い
う
が
、
今
は
そ
の
風
習
も

す
た
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
ヒ
イ
ラ
ギ

は
老
木
に
な
る
と
と
げ
が
な
く
な
る
。

大
体
、
七
、
八
十
年
た
ゝ
な
い
と
と
げ

の
な
い
葉
に
な
ら
な
い
と
い
う
。
樹
令

五
百
年
と
い
わ
れ
て
い
る
細
川
さ
ん
の

家
の
ヒ
イ
ラ
ギ
に
も
と
げ
が
な
い
。

同
じ
モ
ク
セ
イ
科
の
仲
間
に
、
中
国

か
ら
渡
来
し
た
キ
ン
モ
ク
セ
イ
、
ギ
ン

モ
ク
セ
イ
が
あ
っ
て
、
秋
に
強
く
甘
い

か
か
り
を
放
つ
。
こ
れ
ら
は
雌
雄
異
株

で
、
面
白
い
こ
と
に
、
キ
ン
モ
ク
セ
イ

も
ギ
ン
モ
ク
セ
イ
も
日
本
に
は
雌
株
は

な
い
。

お

）

大
和
村
は
北
と
南
、
日
本
海
と
太
平

洋
の
接
点
に
あ
り
、
植
物
分
布
か
ら
見

て
そ
れ
ぞ
れ
の
型
の
植
物
が
か
な
り
見

ら
れ
る
。
現
在
指
定
さ
れ
て
い
る
も
の

は
ほ
と
ん
ど
神
社
、
寺
院
に
あ
る
も
の

だ
が
、
そ
れ
以
外
に
も
保
護
し
た
い
も

の
が
い
く
つ
か
あ
る
。

一
度
絶
滅
し
て
し
ま
う
と
、
二
度
と

か
え
っ
て
来
な
い
も
の
だ
け
に
、
大
事

に
保
護
し
て
い
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

村

井

正

蔵

仏
像
を
拝
し
て

無
碍
光
の
員
の
道
を
説
き
給
ふ
仏
の
瞳

永
遠
に
変
ら
じ

興
亡
は
世
の
常
な
り
し
碑
の
前
に
ひ
と

り
佗
し
も
す
す
き
ゆ
れ
つ
つ

有

代

喜

平

遠
祖
の
遺
し
て
呉
れ
し
文
化
財
護
り
て

後
の
人
に
つ
た
へ
む

日
で
り
続
き
膨
儡
の
水
さ
へ
絶
え
し
里

娘
の
願
ひ
に
湧
き
て
尽
き
ざ
り

務
鮮
′
わ
き
出
る
清
水
尽
く
る
な
く
み

仏
の
開
伽
も
ゆ
た
か
と
な
り
ぬ

明建神社の桜並木
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牧
む
ら

の
道

土

松

新

逸

国
道
一
五
六
号
線
か
ら
、
県
道
徳
永

―
寒
水
線
へ
入
っ
て
東

一
〇
〇
Ｚ
（
旧

国
道
か
ら
の
分
岐
点
）
の
所
に
古
い
道

標
が
あ
る
こ
と
に
気
付
か
な
い
人
が
多

い
と
思
う
。
こ
の
道
標
は
縦
七
一
翻
、

横
二
五
”
の
自
然
石
に

「
め
う
け
ん
み

ち
」
と
彫
う
、
裏
面
に
は

「と
り
の
と

し
八
月
吉
辰
」
と
彫
っ
て
あ
る
。

「と

り
の
と
し
」
だ
け
で
は
建
立
年
号
は
わ

か
ら
な
い
が
ヽ

「妙
塁

は
旧
か
な
づ

か
い
で
は

「
み
や
う
け
ん
」
と
書
き
、

町
期
）
の
発
音
と
の
こ
と
で
あ
る
か
ら

こ
の
道
標
は
相
当
に
古
い
と
い
う
こ
と

が
わ
か
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
道
標
と

並
ん
で

「南
無
地
蔵
大
菩
薩
離
お
謡
離

」
と
彫
っ
た
道
標
が
あ
り
、
天
保
九
成

年
九
月
日
建
立
と
彫
つ
て
あ
る
。
こ
れ

は
、
縦

一
〇
四
御
、
横
五
〇
翻
の
自
然

石
で
前
記
の
も
の
よ
り
大
き
く
て
人
目

に
つ
き
易
い
。
こ
の
道
標
建
立
に
つ
い

て
、
と
き
の
藩
庁
へ
願
い
出
た
文
書
の

案
文
と
思
わ
れ
る
も
の
が
、
落
部
大
坪

武
雄
家
に
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と

「徳

永
の
四
ツ
辻
で
道
を
之
り
違
え
て
難
儀

を
す
る
も
の
が
多
い
の
で
〈
右
久
留
須

妙
見
参
詣
道
、
左
飛
騨
自
山
越
前
穴
馬

道
〉
と
し
、
こ
れ
に
地
蔵
尊
像
を
彫
ウ

つ
け
て
建
立
し
た
い
」
と
あ
り
、
当
時

こ
の
辺
り
の
道
が
迷
い
や
す
い
よ
う
な

と
こ
ろ
だ
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。

古
老
に
聞
け
ば
こ
の
四
ツ
辻
か
ら
牧
へ

入
る
道
は
相
当
の
坂
道
で
あ
っ
た
と
の

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
近
所
で
は
こ
の
道

標
を

「辻
の
地
蔵
様
」
と
い
っ
て
花
を

供
え
た
り
し
て
大
切
に
取
り
扱
い
、
毎

年
八
月
一
八
日
に
は
こ
の
前
で
盆
踊
り

を
催
し
て
い
た
。
近
年
は
車
の
通
行
量

が
増
え
た
の
で
、
こ
こ
で
踊
る
の
を
や

め
て
、
役
場
前
広
場
で
踊
る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
の
辻
か
ら
東
方
へ
四
肋
余
で

棚
井
へ
達
し
、
棚
井
か
ら
右
へ
折
れ
て

五
物
余
で
明
方
村
寒
水
へ
、
左
へ
進
ん

で
四
脇
ほ
ど
で
母
袋
へ
達
す
る
。
こ
の

棚
井
ま
で
の
間
が
牧
区
内
で
あ
っ
て
、

今
は
あ
ま
り
曲
り
道
は
な
く
な
っ
た
が

昭
和
時
代
に
な
っ
て
道
路
の
改
修
が
行

わ
れ
る
前
に
は
随
分
曲
り
道
が
多
か
っ

た
。
先
ず
、
近
次
地
内
の
旧
道
は
、
金

子
研
二
家
の
下
か
ら
清
水
定
家
の
下
へ

大
き
く
曲
っ
て
水
神
神
社

（
う
す
い
ぶ

ん
の
宮
）
の
下
へ
出
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
道
は
清
水
回
り
と
も
い
っ
た
。
清

水
定
家
の
下
に
源
兵
衛
清
水
と
い
つ
て

今
も
き
れ
い
な
清
水
が
あ
る
が
、
以
前

は
道
行
く
人
は
こ
の
清
水
で
渇
を
い
や

し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
辺
り
で
以
前

牧
区
元
兼
の
河
合
時
夫
氏
が
石
剣
片
を

拾
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
清
水
か

ら
五〇
″ほ
ど
東
に
作
書
滋
清
水
と
い

う
の
が
あ
り
、
遠
藤
常
友
が
妙
見
社
へ

奉
納
し
た
絵
馬
の
馬
が
夜
ぬ
け
出
て
こ

の
清
水
へ
水
を
飲
み
に
来
た
と
い
う
伝

説
が
あ
る
。
水
際
の
石
に
馬
の
蹄
形
に

似
た
く
ぼ
み
が
み
ら
れ
た
が
、
先
年
の

ほ
場
整
備
の
際
に
こ
の
清
水
は
土
に
埋

っ
て
、
今
は
そ
の
所
在
が
わ
か
ら
な
く

な
っ
た
。

木
蛇
寺
地
内
で
は
、
加
藤
謙
二
家
の

下
へ
大
き
く
回
り
込
ん
で
い
た
。
こ
こ

で
は
、
往
時
は
水
神
社
の
下
か
ら
遠
藤

周
一
家
。
日
置
一
朗
家
の
下
へ
大
き
く

回
り
込
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の

辺
り
に
は
木
蛇
寺
跡
が
あ
り
、
慈
永
大

姉
の
墓
（
村
指
定
史
跡
）
が
あ
り
、
ま

た
東
氏
代
々
の
碑
が
建
っ
て
い
る
。
こ

の
東
氏
代
々
の
碑
は
、
明
治
一二
ハ年
に

建
立
さ
れ
た
も
の
で
、
慈
永
大
姉
の
墓

の
両
側
に
自
然
石
で
東
氏
代
々
の
法
号

が
彫
っ
て
あ
る
。
こ
の
道
と
栗
巣
川
と

の
間
の
田
の
中
に
、
天
文
九
年
朝
倉
軍

来
攻
の
と
き
の
死
者
を
埋
め
た
と
い
う

千
人
塚
が
三
基
あ
る
。

こ
の
道
か
ら
栗
巣
川
を
隔
て
て
向
う

側
、
一万
兼
か
ら
て
て
島
を
通
っ
て
、
つ

り
橋
を
渡
っ
て
小
牧
田
へ
出
る
。
こ
の

道
の
入
日
、
元
兼
の
東
北
山
麓
に
は
東

林
寺
跡
が
あ
る
。
こ
の
東
林
寺
跡
か
ら

宝
暦
九
年

（
一
七
五
九
）
に
懸
仏
六
体

と
和
鏡
二
面
が
出
土
し
て
い
る
。
（
い

ず
れ
も
大
和
村
重
一妻
文
化
財
）

妙
見
は
、
今
回
の
ほ
場
整
備
事
業
に

併
せ
て
県
道
も
付
け
替
え
ら
れ
る
こ
と

と
な
り
、
明
建
神
社
の
横
大
門
（
桜
並

木
）
を
さ
け
て
、
栗
巣
川
沿
い
に
新
設

さ
れ
る
こ
と
は
、
文
化
財

（
天
然
記
念

物
）
保
存
の
た
め
に
も
大
変
あ
り
が
た

い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
道
の
辺
り
に
は

木
戸
口
清
水
（
村
指
定
史
跡
）
、
明
建

神
社
の
社
叢

（
県
指
定
天
然
記
念
物
）、

篠
脇
城
跡
（
県
指
定
史
跡
）
な
ど
が
あ

り
、
現
在
発
掘
調
査
中
の
東
氏
居
館
跡

も
あ
る
。
ま
た
、
尊
星
王
院
跡

・
勧
乗

寺
跡
な
ど
も
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
尊
星

王
院
跡
か
ら
は
四
耳
壺
が
、
勧
乗
寺
跡

か
ら
は
古
瀬
戸
灰
釉
瓶
子
（
共
に
村
指

定蠅孵な靴岬酔幼咄員に〓時舞が

起』ど鋼鵜鐸「縣陶動は制れ一級

級静哺確爛物へ坂雌喝脚″電磁墜喘

拗喝鎌薇銃散いいなれ三っはＦ裁̈

粒け資し制に嘲詢嘲藤訛つけな「』

獅鮭輌動時剛罐卸御療″替胸融鯵

副猪錢虹いな行課』赫拝“列劉嗜

ド制脚部か崚磯へ甲幡嘲酵̈
すい出

癖咄骸”奸松へ刹蒙む燎舞嗽稀へ見戯

痢興』̈
卜へらは味馘赫秘諫嫁艤鰤

く韓レ販娩）怖い臓好の多い牧む

処胸燐胸哺耐輌畔付○っい物核〕猛

ゆ察帆】肝％蹴彰は″」̈
粥脚咳

新
か
な

づ
か
い

で
は

「

門

　
み
よ
う

は　劉議↑

』　̈
“も

い　け「秘「

ぃ　料評的
館一勢
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一
乗
谷
朝

倉
氏
館
跡

平
泉
寺
町
白
山
神
社

五
月
二
五
日
朝
八
時
大
和
村
文
化
財

保
護
協
会
の
皆
さ
ん
と
共
に
バ
ス
で
平

泉
寺
、
一
乗
谷
の
見
学
に
向
か
う
。
総

勢
五
二
名
で
あ
る
。
油
坂
峠
を
越
え
、

九
頭
竜
ダ
ム
に
沿
っ
て
下
る
。
途
中
会

長
の
野
田
先
生
か
ら
朝
倉
氏
の
活
躍
と

衰
微
な
ど
に
つ
い
て
の
か
話
を
聞
く
。

平
泉
寺
の
自
山
神
社
に
近
つ
く
と
杉

檜
の
木
立
ち
の
中
に
石
畳
の
古
道
が
見

え
か
く
れ
に
つ
づ
く
。
そ
の
昔
、
多
く

の
参
拝
者
が
こ
の
道
を
黙
々
と
上
り
下

り
し
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。
ま
た

見
学
記

錫
杖
の
音
が
森

閑
と
し
た
樹
間

有

代

信

吾

　

に
消
え
て
℃

た
こ
と
で
あ
ろ

う
。
バ
ス
を
降
り
て
少
し
登
る
と

「名

勝
旧
玄
成
院
庭
園
」
と
刻
ま
れ
た
石
碑

が
あ
る
。
こ
こ
の
古
い
く
ぐ
り
戸
を
入

る
と
白
山
神
社
社
務
所
で
あ
る
。
羽
織

・
袴
の
平
泉
澄
先
生
が
あ
た
た
か
く
迎

え
て
下
さ
る
。
苔
の
色
あ
ざ
や
か
な
庭

園
を
て
い
ね
い
に
説
明
し
て
見
せ
て
下

さ
る
。
ま
た
社
務
所
で
豊
太
閤
の
筆
跡

な
ど
宝
物
を
参
観
し
、
本
殿
に
参
拝
じ

て
、
厚
く
礼
を
述
べ
て
バ
ス
に
乗
る
。

途
中
レ
ス
ト
ラ
ン
で
昼
食
、
本
の
香
も

新
し
い
部
屋
で
、
会
員
の
方
か
ら
い
た

だ
い
た
酒
も
ぁ
っ
て
賑
や
か
に
い
た
ゞ

く
。
そ
れ
か
ら
美
山
町
を
経
て
一
乗
谷

に
向
か
う
。

一
乗
谷
は
戦
国
の
武
将
朝
倉
氏
が
五

代

一
〇
二
年
間
の
居
城
の
跡
。
こ
ゝ
に

着
い
た
時
、
雨
が
降
り
出
し
た
。
昔
か

ら
北
陸
に
行
く
時
は
弁
当
を
忘
れ
て
も

傘
を
忘
れ
る
な
と
い
わ
れ
て
い
る
の
を

思
い
出
し
て
持
っ
て
来
た
の
が
幸
い
で

あ
っ
た
。
傘
を
持
た
な
い
人
は
五
〇
〇

円
で
笠
を
買
っ
て
、見
学
に
出
か
け
る
。

さ
れ
い
に
整
備
さ
れ
た
居
館
跡
に
は
、

）

整
然
と
大
き
な
礎
石
が
並
ん
で
雨
に
打

た
れ
て
い
た
。
上
の
段
に
上
る
と
南
陽

寺
跡
、
将
軍
足
利
義
昭
を
迎
え
て
観
桜

の
宴
を
催
し
た
所
と
か
、
今
は
き
れ
い

な
庭
園
で
あ
る
。
四
四
〇
年
昔
、
こ
こ

か
ら
は
る
ば
る
郡
上
山
田
ノ
庄
ま
で
兵

馬
を
進
め
た
の
か
と
、
し
ば
し
た
た
ず

ん
で
一
乗
谷
村
を
見
下
ろ
す
。
雨
の
た

め
山
上
の
本
丸
跡
を
割
愛
し
て
バ
ス
に

も
ど
る
。

バ
ス
内
は
ま
だ
ま
ば
ら
、
前
の
茶
店

に
行
っ
て
み
る
。
皆
さ
ん
腹
ご
し
ら
え

の
最
中
で
あ
る
。
私
も
と
遅
が
け
に
、

に
し
ん
そ
ぱ
を
注
文
し
た
が
、
中
々
で

き
て
こ
な
い
。
や
っ
と
来
た
熱
い
の
を

大
急
ぎ
で
食
べ
て
い
る
と
、
店
の
か
か

み
さ
ん
が

「も
う
笠
は
い
り
ま
せ
ん
か

」
と
聞
く
の
で
、
訳
を
尋
ね
る
と
、
皆

さ
ん
が
た
く
さ
ん
笠
を
買
っ
て
い
た
、

い
た
の
で
売
り
切
れ
た
た
め
隣
町
ま
で

大
急
ぎ
で
仕
入
れ
に
行
っ
た
と
い
う
。

帰
っ
て
み
た
ら
お
客
さ
ん
は
大
半
バ
ス

の
中
な
の
で
、
ガ
ッ
カ
リ
し
た
と
の
こ

と
で
あ
る
。
か
気
の
毒
に
も
思
っ
た
が

か
断
り
し
て
バ
ス
に
も
ど
る
と
、
皆
さ

ん
が
お
待
ち
か
ね
で
、
ま
た
お
断
り
に

一
汗
の
始
末
で
あ
っ
た
。

バ
ス
の
中
か
ら
ふ
り
返
っ
て
み
る
と

一
乗
谷
は
薄
い
霧
に
か
す
ん
で
静
も
っ

て
い
た
。

有

代

喜

平

朝
倉
城
跡
探
訪
外

五
月
雨
の
朝
倉
城
跡
苔
青
し

七
日
祭
古
式
ゆ
か
し
や
蝉
の
鳴
く

七
日
祭
御
神
酒
い
た
だ
き
百
日
紅

有
代
信
濁
子

累
代
の
紅
葉
領
家
の
墓
に
散
る

し
ぐ
れ
き
て
ミ
イ
ラ
の
寺
の
夕
灯
り

顔
な
で
て
風
の
行
方
や
山
亡

朝
霧
や
峠
ぼ
っ
か
の
休
み
石

秋
祭
り
鎮
守
の
社
の
の
ぼ
り
み
ち

有

代

い

せ

館
跡
宴
の
あ
と
に
花
散
ウ
て

芽
柳
や
青
磁
の
か
け
ら
居
館
跡

）

お
供
へ
を
椿
の
葉
に
受
け
神
送
り

河

合

芳

江

散

華

か
か
寺
の
秋
空
高
く
鴎
尾
放
光

大
仏
の
散
華
は
す
が
し
蓮
枯
れ
て

一
寸
髪
や
逢
坂
山
の
小
夜
時
雨

桑

田

和

子

雑

詠

城
跡
に
桑
を
摘
み
つ
つ
風
を
き
く

城
跡
の
土
た
が
や
し
て
桑
植
う
る

山
桜

一
と
枝
供
華
と
し
東
家
の
碑

境
内
に
東
氏
し
の
ぶ
や
桜
散
る

解
け
初
め
り
五
輪
の
塔
を
埋
め
し
雪

下
広
す
ゑ
乃

金
剛
の
露

一
粒
や
松
の
葉
に

一塁
雪
の
里
見
下
ろ
し
て
帰
り
杉

川
へ
だ
て
薬
師
の
社
の
祭
笛

花
嫁
の
寺
よ
り
出
で
て
実
南
天

安
政
の
お
地
蔵
峠
に
春
の
風

件

白山神社にて



〔氏
　
名
〕
　
〔役
名
〕

《
勧卿
》

山
下
　
運
平

（顧
問
）

国
枝
　
貞
雄

日
置
　
照
郎

日
置
　
　
繁

大
野
　
隆
成

大
野

紀
子

清
水
　
作
衛

小
野
江
選
量

山
下
　
直
美

小
池
八
重
子

藤
沢
五
二
郎

日
置

幸
雄

池
田

　

栄

小
野
木
弘
美

小
野
江
　
勉

日
置
智
恵
子

松
井
　
　
直

（
理
事
）

松
井
　
　
隆

坪
井
　
真
澄

坪
井
　
庄
市

古
田

　

忠

井
口
　
一
男

佐
藤
　
秀
夫

《
小
間
見
》

平
沢
　
　
勤

島
崎
　
英
二

日
代
　
俊
雄

（
理
事
）

《
万
場
》

稲
葉
　
春
吉

黒
岩
き
く
ゑ

桑
田
　
和
子

井
上
　
昌
保

桑
田
　
渥
美

《
徳
鷲
不
》

本
島

観

一
（理
事
）

本
島

評奪
ス

土
松
　
新
逸
（
鋪
任
理

講
）

木
島
　
　
泉

（
理
事
）

鷲
見
　
鈴
子

田
中
ま
さ
を

鷲
見
　
か
と

直
井
す
ゞ
江

矢
野
原
幸
子

鷲
見
　
ゆ
き

畑
中
　
文
枝

大
場
　
賢

一

遠
藤
　
賢
逸

（
五
六
年
度
）

《
河
辺
》

田
中
喜

一
郎

（
理
事
）

清
水
美
佐
子

清
水
　
貞
子

（
理
事
）

横
枕
千
代
子

尾
藤
　
一万
子

清
水
　
幸
江

前
田

　

孝

岩
谷
ま
す
の

田
口
　
政
雄

）

《
神
路
》

森

　

忠
敬

（
理
事
）

森

　

捨
吉

和
田
　
月
男

森

　
　
桂

山
田
　
士具
人

《
酪似
》

栗
飯
原
常
城

（理
事
）

土
松
　
康
二

滝
日
　
貞

一

滝
日
　
準

一

加
藤
　
一
男

（
理
事
）

日
置
　
一
朗

遠
藤
　
周

一

松
森
　
益
吉

田
口
　
勇
治

日
置
　
一万
衛

清
水

　

定

粥
川

　

溜

《
菫
會
果
》

島
崎
　
増
造

（監
事
）

増
田

洋
子

武
田
　
信
康

中
山
周
左
衛
門

（
理
事
）

鷲
見
一　
豊
夫

《
古
道
》

松
井
　
一弘
雄

（
理
事
）

細
川
　
　
優

《
名
皿
部
》

尾
藤
　
　
由

有
代
　
一暑
平

褒

　
信
五
口
（
剖
諄
）

有
代
　
い
せ

森
下
　
正
則

下
広

茂

一

下
広
す
ゑ
の

永
容

　

広

佐
尾
　
か
と

《
野
口
》

森
藤
　
　
幸

（
副
会
長
）

大
坪
　
武
夫

《
洞
口
》

此
島
　
　
広

（
顧
問
）

須
甲
　
甚

一

《
福
田
》

堀
　
　
貞
男

山
田
　
長
次

（
理
事
）

山
田
　
昌
枝

森

　

数
雄

山
田
　
　
良

山
田
　
良

一

松
井
　
一昼

一

△

=

員

厚二
同

高
橋
　
義

一
（常
任
理
事
）

高
橋
　
　
明

（
理
事
）

加
藤
　
文
蔵

田
中

　

裕

池
田

憲
三

畑
中
　
定
夫

小
池
　
久
江

（
理
事
）

青
木
　
卦
二

畑
中
　
澄
子

河
合
　
俊
次

河
合
　
芳
江

畑
中
　
清
子

河
合

　

恒

佐
藤

光

一

加
藤
　
吉
男

日
置

智
夫

（
五
六
年
度
）

《
人
間
見
》

野
田

直
治

公
本長
）

野
田
　
　
茂

（
理
事
）

青
木
　
新
三

村
井
　
正
蔵

（
監
事
）

《
落
部
》

若
山

　

清
　
　
　
　
　
一
一人
一
七

《
場
皿
》

直
井
　
篤
美
　
　
　
　
　
　
一
〓
全
〓
一

二

四
〇

六

三

二
九

二

二
〇

七

二

三

七
九
二

二

四
八

八

二
八
〇

二

三

二
〇

〇

三

二
八

二

二

一
六

八

二

五
七
六

二
二
九

二

三

五
〇

七

三

二
四
六

三
二
四
六

三
三
五
五

二
三
五
八

〓
三
〇

一

二
〇
六
四

二
七
三
〇

三
二
五
四

一
〓
三
〇

一
〓
〓
一〇

三
〇
八
六

二
七
一
一六

二
九
二
八

一
〓
０
九

〓
一
一
一
六

二
七
七
〇

三
〇
九
〇

二
七
四
七

二
七
二
五

三
〇
二

一

四
〇
八
五

二
五
〇
三

二
九
九
〇

三
五
〇
四

四
〇
九
〇

四
〇
二
〇

四
〇
〇

一

二
九
二
七

三
〇
三
七

三
九
六
五

一五
〇
三

一四
六
〇

一四
一
九

一五
二
一

一四
四
六

一〇
≡
二

一五
九

一

一七
三
一

一〇
一
言
一

一〇
〇
五

一〇
六
七

一
一
人
九

三
四

一
〇

二
〇
二
一

二
〇
五
二

二
三
八
九

二
一
四
七

二
〇

一
九

一
三
〇

一

三
二
六
七

三
一
七
四

二
〇

八

三

二
二

四
八

三

四
六

三

二
四
八

九

二

一

一
四

一
一一一一上
ハ
一
一

二

七

二
九

一　一エハ
エハ
一　一

二
七
〇
五

二
八
七
〇

三
六
七

四

二
八
九
〇

二
九

二
三

二

九

五
〇

三
四

一
七

二
七

一
〇

三

三

八
七

一
一一
一一一一エ
ハ

四
０

四

一

三

二
八

四

二
七

二
八

二
七

八
八

二
七
九

五

二
八
六

一

三

四
三
〇

三

二
〇

一

三

七

九

一

三

七

九

一

三

四

一
三

三

八
九

五

三
七

九
〇

三

七
六

七

三

四
二

一

二
七
〇

六

二
〇

九

一

畑
中
　
浄
園

（副
会
長
）

畑
中

真
澄

石
神
　
発
生

井
俣

初
枝

寛
　
　
明
代

一四
四

一

一四
四

一

一四

一
三

一七

五
八

一五
三

二

三

五
九

二

二
〇

七

七

三
二
八
九

二
三
八

二

二
五
七
七

一
一
一
一
一
一

六 四
六 八
一 〇
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二
三

二
七

三
六

四

八

三
六

四

八

二

五

五
四

二
七
九

一

三
七

二
八

三

五
八

二



鴫
藁
年い劃

四
月

一
日

ｏ
例篠昌基△
パ

於
村
民
セ
ン
タ
ー
　
一
一
一名
出
席

昭
和
五
四
年
度
事
業
報
告
案
か
よ
び

収
支
決
算
案
に
つ
い
て

昭
和
五
五
年
度
事
業
計
画
案
お
よ
び

収
支
予
算
案
に
つ
い
て

昭
和
五
五
年
度
総
会
開
催
に
つ
い
て

当
日
特
に
山
下
村
長
来
席
あ
り
、
東

氏
居
館
跡
発
掘
調
査
に
つ
い
て
△
台
貝

の
特
別
の
協
力
を
願
い
た
い
、
史
料

館
の
建
設
に
つ
い
て
は
五
五
年
度
中

に
青
写
真
を
作
り
た
い
と
、
ま
た
村

政

一
般
に
つ
い
て
説
明
あ
り
、
す
べ

て
に
協
力
を
願
い
た
い
と
挨
拶
が
あ

っ
た
。

四
月

一
九
日

ｏ
総
会
　
於
村
民
セ
ン
タ
ー

県
本
部
よ
り
石
川
副
会
長
出
席

村
長
代
理
岩
谷
助
役

会
員
五
〇
名
出
席

昭
和
五
四
年
度
事
業
報
告
お
ょ
び
収

支
決
算
承
認
、
昭
和
五
五
年
度
事
業

計
画
お
よ
び
収
支
予
算
承
認

文
化
財
収
蔵
庫
建
設
促
進
要
望
に
つ

い
て
決
議

八
ミ
リ
映
画

「
明
建
神
社
の
七
日
祭

り
」
を
上
映

ｏ
記
念
講
演

「や
き
も
の
と
か
国
が
ら
」

講
師

噺
荼

隊

加
藤
賢
司
笙

四
月

一
九
日

ｏ
会
報

「文
化
財
や
ま
と
」
第
四
号
を

二
月
三
一
日
付
発
刊
、
本
国
会
員
に

配
付
す
る
っ

五
月
二
五
日

ｏ
現
地
研
修

一
乗
谷
朝
倉
館
跡
見
学
お
ょ
び
平
泉

寺
町
白
山
神
社
参
拝

参
加
者

高
橋
明
、
田
中
裕
、
小
池
久
江
、
河

合
俊
次
、
河
合
芳
江
、
佐
藤
光

一
、

野
田
直
治
、
野
田
茂
、
青
木
新
三
、

村
井
正
蔵
、
日
置
繁
、
大
野
隆
成
、

小
野
江
選
量
、
山
下
直
美
、
小
池
八

重
子
、
坪
井
庄
市
、
松
井
直
、
坪
井

政
夫
、
井
口
一
男
、
佐
藤
秀
夫
、
畑

中
浄
園
、
畑
中
員
澄
、
井
俣
初
江
、

黒
岩
き
く
ゑ
、
桑
田
渥
美
、
本
島
観

一
、
土
松
新
逸
、
木
島
泉
、
鷲
見
鈴

子
、
島
崎
英
二
、
田
代
俊
雄
、
尾
藤

元
子
、
清
水
幸
枝
、
清
水
の
り
こ
、

岩
谷
ま
す
の
、
田
口
政
雄
、
加
藤

一

男
、
滝
日
準

一
、
日
置
貞

一
、
尾
藤

由
、
有
代
喜
平
、
有
代
信
吾
、
有
代

い
せ
、
佐
尾
か
と
、
森
藤
幸
、
須
甲

）

甚

一
、
山
田
長
次
、
山
田
昌
枝
、
山

田
良

一
、
若
山
清
、
日
置
智
恵
子
、

小
野
江
勉

七
月
二
八
日

ｏ
役
員
会

於
村
民
セ
ン
タ
ー
　
一
一
一名
出
席

文
化
財
現
地
見
学
に
つ
い
て

一、　
明
建
神
社
七
日
祭

二
、　
東
大
寺
展
、
熱
田
神
宮
宝
物
展

会
費
増
額
及
び
予
算
史
正
に
つ
い
て

会
費
は
本
年
度
は
増
額
せ
ず
、
本
会

へ
は
一
人
当

あ
ｏ
ｏ
円
を
納
入
す
る

こ
と
を
決
議
す
る
。

八
月
七
日

ｏ
現
地
研
修

明
建
神
社
七
日
祭
り
を
見
学
参
拝

参
加
者
　
十
数
名

八
月
九
日

ｏ
臨
時
現
地
研
修

東
大
寺
展
お
よ
び
熱
田
神
宮
宝
物
展

見
学

参
加
者

高
橋
義

一
、
高
橋
明

、
田
中
裕

、
小

池
久
江
、
野
田
直
治
、
村
井
正
蔵
、

日
置
繁
、
小
野
江
選
量
、
山
下
直
美

小
池
八
重
子
、
坪
井
庄
市
、
松
井
直

井
口
一
雄
、
畑
中
浄
園
、
木
島
観

一

土
松
新
逸
、
木
島
泉
、
鷲
見
か
と
、

清
水
幸
江
、
清
水
の
り
こ
、
岩
谷
ま

す
の
、
松
井
弘
雄
、
有
代
一量
半
、
有

代
信
吾
、
有
代
い
せ
、
佐
尾
か
と
、

有
代
和
雄
、
森
藤
幸
、
此
島
広
、
山

田
長
次
、
山
田
良
、
松
井
京
二
、
大

場
賢

一
、
尾
藤
由

一〇
月
二
三
日

ｏ
役
員
会

於
村
民
セ
ン
タ
ー
　
一
一
名́
出
席

正
倉
院
展
見
学
に
っ
い
て

ｏ
役
員
会
終
了
後
東
氏
居
館
跡
発
掘
調

査
現
場
を
見
学
す
。

一
一
月
六
日

ｏ
現
地
研
修

正
倉
院
展
見
学

参
加
者

一局
橋
明
、
田
中
裕
、
畑
中
康
蔵
、
河

合
芳
江
、
河
合
恒
、
野
田
直
治
、
野

田
茂
、
日
置
繁
、
小
野
江
選
量
、
山

下
直
美
、
藤
沢
五
二
郎
、
松
井
直
、

黒
岩
き
く
ゑ
、
土
松
新
逸
、
木
島
泉

鷲
見
か
と
、
直
井
す
ゞ
江
、
島
崎
英

一
一、
清
水
貞
子
、
有
代
信
吾
、
森
藤

幸
、
此
島
広
、
山
田
長
次

八
幡
町
鈴
木
義
秋
、
本
田
欽

一

二
月
二
一
日

ｏ
編
塞
委
員
会

「文
化
財
や
ま
と
」
第
五
号
発
刊
に

か
か
わ
る
原
稿
執
筆
依
頼
に
つ
い
て

二
月
二
五
日

ｏ
鴛
旨
貝
△
＾

於
村
民
セ
ン
タ
ー
　
一
〇
名
出
席

）

昭
和
五
五
年
度
事
業
報
告
お
よ
び
収

支
決
算
案
に
つ
い
て

昭
和
五
六
年
度
事
業
計
画
か
よ
び
収

支
予
算
案
に
つ
い
て

昭
和
五
六
年
度
総
会
開
催
お
ょ
び
記

念
覆
摂
会
に
つ
い
て

役
員
改
選
に
つ
い
て

次

号

原

稿

募

集

八
〇
〇
字
程
度

二
、文
化
財
主
材
短
歌
　
一二
２
五
首

〃
　
　
　
俳
句
　
三
―
五
首

原
稿
〆
切
　
五
六
年
八
月
末
日

発
刊
予
定
　
　
″
　
九
月
末
日

宛
先
　
　
大
和
村
文
化
財
保
護

協
会
事
務
所

（
教
育

委
員
会
内
）

本
年
度
中
に
左
の
会
員
が
逝
去

さ
れ
ま
し
た
。
謹
ん
で
哀
悼
申
し

上
げ
ま
す
。

池
田
　
弘
氏

五
五
年
七
月

一
五
日

日
置
広
雄
氏

五
六
年
二
月

一
〇
日
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ｏ
横
通
遺
跡
出
土
品

Ａ
石
器
類

ス
ク
レ
ー
パ
ー

ポ打
製
石
斧

磨
製
石
斧

石
錘

石
錐

新
た
に
指
定
さ
れ
た

大
和
村
重
要
文
化
財

）

黒
よ
う
石
片
　
　
　
　
　
エハ点

環
状
耳
飾
片
（
ひ
す
い
）
　

一
点

有
孔
磨
製
石
鏃
（弥
生
期
）

一
点

く
ぼ
み
石
（
小
型
）
　
　
　
一
点

石
皿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
点

石
ぐ
ず
類
　
　
　
　
　
　
　
多
数

Ｂ
土
器
類

加
曽
利
Ｅ
式
土
器
片
一
〇
〇
〇
点
余

Ｃ
陶
器
類

須
恵
器
片
　
　
　
　
　
　
五
点

平
わ
ん
（
壬
安
期
）
　
　
　
一
点

白
金
系
　
　
　
　
　
　
　
一
一〇
点

と
こ
な
め
か
め
破
片
　
　
　
八
点

古
瀬
戸
片
　
　
　
　
　
　
　
一
点

仏
花
器
（
鎌
倉
期
）
　
　
　
一
点

管
理
者
　
　
　
大
和
村
教
育
委
員
会

石
く
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
多
数

Ｂ
土
器
類
縄
文
中
期
　
一
八
〇
点
余

あ
じ
ろ
底
　
　
　
　
　
　
　
七
点

注
目
土
器
の
注
田
部
　
　
　
一
一点

後
期
す
り
消
じ
縄
文
土
器
片

一
点

後
期
土
器
口
辺
部
　
　
　
　
一二
点

Ｃ
陶
器
類

と
こ
な
め
か
め
破
片
　
　
　
エハ
点

山
ぢ
や
わ
ん
破
片
　
　
　
二
〇
点

管
理
者
　
大
間
見
　
　
池
田
　
充
彦

ｏ
藤
代
遺
跡
出
土
品

Ａ
石
器
類

決
状
耳
飾
破
片

（
滑
石
製
）
二
点

石
錘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一点

石
錐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一点

石
鏃
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
点

石
さ
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
四
点

六
点

一
五
点

五
点

三
点

一
点

一
点横通遺跡出土 咲畑系土器

ｏ
大
畑
遺
跡
出
土
品

Ａ
石
器
類

石
皿
破
片

石
棒

（
大
形
三
点
）

た
た
き
石

こ
す
り
石

く
ぼ
み
石

石
錘

石
錐

石
さ
じ

皮
は
ぎ

彗

昇

打
製
石
斧

石
鏃

陰地出土釣 り手土器

度
は
ぎ

五
点

六
点
　
　
　
石
斧

（
磨
製
定
角
形
）
　

七
点

四
点
　
　
　
石
棒

（
田
代
出
土
）
　
　
　
一
点

九
点
　
　
　
石
皿
破
片
　
　
　
　
　
　
　
一
点

四
点
　
　
　
石
く
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
多
数

二
点
　
　
Ｂ
土
器
類
縄
文
士
器
片
約
二
〇
〇
点

七
点
　
　
　
有
孔
鍔
付
土
器
四
穴
破
片
五
点
外

二
点
　
　
ｃ
陶
器
類

三
点
　
　
　
四
耳
壺
片
　
　
　
　
　
　
　
一
一点

八
点
　
　
　
こ
ね
鉢
片
　
　
　
　
　
　
一
一点

七
点
　
　
管
理
者
　
人
間
見
　
　
藤
代
　
江
月

二
一
点
　
ｏ
Ｉ
栗
巣
出
土
石
器
類

八
〇
点
　
　
　
磨
製
石
斧
（
含
破
片
）
　

四
点

石
錘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
点

石
刀
（
破
片
）　
　
　
　
　
一
点

採
取
者
　
　
　
牧
　
　
斎
藤
　
正
益

管
理
者
　
　
　
大
和
村
教
育
委
員
会

ｏ
古
道
陰
地
出
土
石
器
土
器

Ａ
石
器
類

磨
製
石
斧
　
　
　
　
　
　
　
六
点

石
棒
破
片
　
　
　
　
　
　
　
一
点

Ｂ
土
器

釣
り
手
土
器
　
　
　
　
　
　
一
点

採
取
者
　
　
古
道
　
　
則
次
　
隆

一

管
理
者
　
　
　
大
和
村
教
育
一奢
員
会

土

松

新

逸

つ
ぎ
合
わ
せ
形
と
な
り
ゆ
く
い
に
し
え

の
壼
の
か
け
ら
の
い
の
ち
あ
る
ご
と

積
み
て
あ
り
し
か
け
ら
形
よ
き
器
と
な

り
ぬ
古
え
人
の
魂
こ
も
る
が
に

◎

東
氏

居
館

跡

の

発
掘

調
査

昨
年
七
月
末
か
ら

一
〇
月
に
か
け

て
発
掘
調
査
さ
れ
、
一
万
点
余
の
陶

器
片
、
木
製
品
片
等
が
出
土
し
、
中

世
庭
園

（
池
の
石
組
）
が
検
出
さ
れ

ま
し
た
。

今
年
も
引
続
き
発
掘
調
査
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
、
近
日
着
手
さ
れ
ま
す

が
、
△
台
只
各
位
の
ご
協
力
を
か
願
い

し
ま
す
。

◎
特
別
展

「
美
濃
の
絵
馬
」

四
月
二
四
日
か
ら

五
月
二
一
日
ま
で

岐
阜
県
博
物
館

（
関
市
小
屋
名
、

百
年
公
園
内
）
に
お
い
て
、
四
月
二

四
日
か
ら
五
月
二
一
日
ま
で
、
特
別

展

「美
濃
の
絵
馬
」
が
開
催
さ
れ
ま

す
が
、
こ
の
特
別
展
に
明
建
神
社
の

絵
馬
（
重
要
文
化
財
）
が
ト
ッ
プ
に

展
示
さ
れ
ま
す
。



事

業

計

画

一、
会

議

ｏ
総
会
の
開
催
　
　
　
四
月
二
二
日

ｏ
役
員
会
の
開
催
　
　
四
、
六
、
九
、

一
、
三
の
各
月
お
ょ
び
臨
時
会

二
、　
見
学
お
よ
び
研
修
会

ｏ
文
化
財
に
関
す
る
講
演
会

四
月
一
一二
日

ｏ
現
地
研
修

（
見
学
）
の
実
施

南
京
博
物
院
展
お
よ
び
美
濃
の
絵

馬
展
見
学
　
　
　
　
五
月
七
日

村
内
文
化
財
見
学
　
八
月
七
日

東
氏
居
館
跡
発
掘
調
査
現
地
お

よ
び
明
建
神
社
祭
礼
七
日
祭
り

奈
良
文
化
財
見
学
　
一
泊
二
日

一
〇
月
下
旬
―

一
一
月
上
旬

本
部
主
催
研
修
事
業
に
参
加

そ
の
他
臨
時
文
化
財
見
学

二
、　
会
報

「文
化
財
や
ま
と
」
の
発
行

Ｂ
５
版
八
ペ
ー
ジ
　
一
一回

各
三
〇
〇
部
　
　
九
月
、
二
月

四
、
文
化
財
保
護
調
査
に
協
力

ｏ
東
氏
居
館
跡
発
掘
調
査

○
そ
の
他

昭和 56年度予算 (案 )昭和 55年度会計報告

「文
化
財
や
ま
と
」
第
五
号
　
昭
和
五
・́　
）
三
月
二
一
日
発
行
　
発
行
者
／
大
和
村
文
化
財
保
護
協
会

代
表
者
／　

）
田
直
治
　
印
刷
者
／
石
田
百
子

収入の部

目項 予 算 額

金

費

費

金

入

一　降助収計

前
会
特
補
諸

■

２

３

４

５

6,399円
240,000
350,000
50,000
3,601

650,000

収入の部

目項 決 算 額

金
費
費
金

入

一
　
峰

「

収
計

前
会
特
補
諸

5,544円
194,000
348,000
50,000
7,685

605,229

文
化
財
保
護
協
会

に

ご
参
加
下
さ
い

ｏ
文
化
財
は
、
祖
先
が
残
し
て
く
れ
た

尊
い
公
共
の
財
産
で
す
。
わ
た
く
し

た
ち
の
す
ぐ
身
近
な
と
こ
ろ
に
あ
る

数
々
の
文
化
財
を
み
ん
な
の
力
で
護

っ
て
ゆ
き
ま
し
ょ
う
。

ｏ
大
和
村
文
化
財
保
護
協
会
が
発
足
し

て
か
ら
五
年
目
を
む
か
え
、
会
員
数

も

一
三
〇
名
ほ
ど
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
際
よ
り
多
く
の
方
々
に
△
台
只
と

な
っ
て
い
た
だ
い
て
、
本
会
の
発
展

を
期
し
て
ゅ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ｏ
会
員
の
特
典
と
し
て

・
岐
阜
県
文
化
財
保
護
協
会
発
行
の

「濃
飛
の
文
化
財
」

（
年
二
回
）

お
よ
び
特
集

「文
化
財
美
濃
と
飛

騨
」
を
か
届
け
し
ま
す
。

・
本
会
の
会
報

「文
化
財
や
ま
と
」

（
年
二
回
）
を
お
届
け
し
ま
す
。

・
県
本
部
主
催
の
見
学
会

・
請
演
会

研
究
会
に
参
加
で
き
ま
す
。

・
本
会
主
催
の
文
化
財
の
見
学
会
そ

の
他
の
研
究
会

・
講
演
会

・
文
化

財
め
ぐ
り
等
に
参
加
で
き
ま
す
。

ｏ
会
員
に
な
る
に
は
、
年
額
二
〇
０
０

円
を
そ
え
て
、
事
務
局
（
大
和
村
教

育
委
員
会
内
）
ま
た
は
、
地
区
の
理

事
へ
申
し
込
ん
で
下
さ
い
。

≡
編
集

後

記

≡

▽
豪
雪
の
残
が
い
が
ま
だ
家
裏
や
北
向

き
の
山
に
見
え
ま
す
が
、
少
し
ず
つ
暖

か
く
な
っ
て
ゅ
き
ま
す
。

▽
会
報
第
五
号
を
か
届
け
い
た
し
ｔ
す
。

本
年
度
は
二
回
発
行
の
予
定
で
し
た
が

都
合
で
一
回
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
一

〇
ベ
ー
ジ
と
し
、
会
員
名
簿
を
載
せ
ま

し
た
。
か
互
い
の
顔
ぶ
れ
を
み
て
ま
す

ま
す
親
睦
を
は
か
り
、
本
会
の
発
展
を

期
し
ま
し
ょ
う
。

▽
文
化
財
の
現
地
見
学
研
修
は
、
本
会

の
大
き
な
事
業
で
す
が
、
そ
の
見
学
記

や
、
そ
れ
を
主
材
に
し
た
一短
歌

・
俳
句

な
ど
は
そ
の
当
時
の
思
い
出
の
た
ね
と

な
り
、
本
会
報
の
内
容
を
豊
か
に
し
て

く
れ
ま
す
。
本
号
に
寄
せ
て
下
さ
っ
た

方
々
に
深
謝
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、

今
後
ょ
り
多
く
の
方
々
が
寄
稿
下
さ
る

こ
と
を
お
願
い
し
ま
す
。

▽
大
和
村
の
指
定
文
化
財
は
、
本
年
度

新
た
に
五
件
が
加
え
ら
れ
、
四
三
件
に

な
り
ま
し
た
が
、
ま
だ
指
定
さ
れ
な
い

文
化
財
、
殊
に
民
俗
文
化
財
は
私
た
ち

の
周
囲
に
沢
山
残
っ
て
い
る
と
思
い
ま

す
。
こ
れ
ら
を
し
っ
か
り
と
私
た
ち
の

総
力
で
護
り
、
後
の
世
に
伝
え
て
ゆ
く

こ
と
が
現
代
の
私
た
ち
に
課
せ
ら
れ
た

義
務
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
（土
松
記
）

支出の部

役 員 会 費 1  30,000

会報発行費 1   60,o00
需 要 費   1  15,000

消耗 品 費 1   5,000
通  信  費  1    10,000

４

５

負 担 金   1 122,000
予 備 費   1   3,000

計     1  650,000

会 議 費   1  50,000
総 会 費 1 20,000

事 業 費   1 460,Oo0
研 修 費 1 400,Oo0

の

1会 議 費

総 会 費

役 員 会 費
2事 業 費

研 修 費

会報発行費
6需 要 費

消 耗 品 費

通 信 費
4負 担 金

計

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

６

４

３

３

０

０

　

０

０

３

０

３

６

８

８

０

０

　

０

０

８

９

７

１

７

２

５

６

　

６

６

８

３

　

３

２

９

３

　

　

　

２

９

４

３

　

　

　

　

　

　

１

５

差引残次年度へ繰越 6,399
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