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文
化
財
と
い
え
ば 、

世
の
多
く
の
人
述
は 、

と
か
く
こ
れ
を
過
ぎ
去
っ
た
古
い
州
代
の
も
の 、

も
う
今
の
わ
れ
わ
れ
に
は
そ
ん
な
に
役
立
た
な
い
も

の
の
よ
う
に
考
え
勝
ら
で
あ
る
が 、

ほ
ん
と
う
の
文
化
財
と
は 、

そ
ん
な
小
さ
な
も
の
で
は
な
い

。

そ
れ
は
一
つ
の
民
肢
が 、

そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
の
中

か
ら 、

ほ
ん
と
う
の
生
き
る
川
び
を
何
か
の
形
と
し
て
あ
ら
わ
し
た
も
の
で 、

そ
こ
に
は
ま
っ
た
く
偽
り
の
な
い
生
き
る
高
び
が
あ
ふ
れ
で
い
る 。

し

た
が
っ
て 、

そ
れ
守
の
文
化
財
は 、

今
の
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
か
ら
ど
う
し
て
竿
而
な
生
活
を
岱
ん
で
い
乙
う
か
と
考
え
る
た
め
の 、

も
っ
と
も
好
い
婦

別
で
あ
り 、

ま
た
そ
の
組
組
と
も
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る 。

そ
し
て 、

そ
れ
は
た
だ
詞
だ
け
の
概
念
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
て 、

わ
れ
わ
れ
の
直
艇
の
感
覚
に
う
っ
た
え
る
造
型
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
よ
ろ
に 、

大
き
な
倒
的
が
あ
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

だ
ろ

う 。

例
え
ば 、
一
つ
の
建
造
物
に
し
て
も 、

そ
の
形
な
り 、

そ
の
材
料
な
り 、

そ
の
組
み
立
て
方
な
り
に 、

そ
れ
ぞ
れ
そ
の
土
地
土
地
に
も
っ
と
も
過

し
た
も
の
が
用
い
ら
れ
て 、

は
じ
め
て
そ
こ
に
も
っ
と
も

快
適
な
生
活
が
考
え
ら
れ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
で
あ
る 。

そ
れ
を
如
実
に
示
し
て
く
れ

て
い
る
の
が 、

文
化
財
な
の
で
あ
る 。

こ
れ
を
無
視
し
て 、

今
後
の
わ
れ
わ
れ
の
文
化
生
活
な
と
は
決
し
て
あ
り
仰
な
レ
と
い
っ
て
も 、

地一一
品
で
は
な

い
だ
ろ
う 。

し
か
し 、

こ
の
文
化
財
を
湖
在
し 、

研
究
し
て 、

こ
れ
ら
を
今
後
の
わ
れ
わ
れ
の
文
化
生
日
に
役
立
た
せ
る
こ
と
は 、

な
か
な
か
容
易
な
業
で
は
な

い
。

ま
ず
そ
の
調
査
に
お
い
て
は 、

よ
ほ
ど
桁
確
に
そ
の
も
の
の
性
絡
を
つ
か
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し 、

次
の
研
究
段
階
に
お
い
て
は 、

そ
れ
こ

そ
月
念
に
一
つ
一
つ
そ
の
特
性
を
お
さ
え
で
か
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

そ
こ
に
は
当
然
な
こ
と
と
し
て 、
一

点
の
ご
ま
か
し
も
持
さ
れ
な
い

。

そ

し
て
た
だ
際
山人
の
其
突
さ
だ
け
が
要
求
さ
れ
る 。

し
た
が
っ
て 、

文
化
財
の
研
究
と
は 、

華
や
か
な
名
論
卓
説
を
出
す'」
と
で
は
な
く
て 、

市時
ら
努
力

の
杭
み
市一
ね
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

二
年
や
三
年
の
机
の
上
だ
け
の
研
究
で
は
な
く
て 、

泥
と
一汁
と
に
ま
み
れ
た
卜

年
以
上
の
研
究
で
な
け
れ
ば 、

向
か
一
つ
で
も
も
の
が
い
え
る
よ
う
な
成
果
が
則
待
で
き
る
も
の
で
は
な
い

。

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
は 、

聞
の
研
究
所
と
し
て
は
ま
こ
と
に
貧
弱
な
も
の
で
は
あ
る
が 、

宰
に
文
化
財
保
護
委
員
会
を
は
じ
め 、

関
係
各
方
而

の
絶
大
な
御
暖
助
に
よ
っ
て 、

小
さ
い
な
が
ら
も
そ
れ
だ
け
の
研
究
成
果
を
上
げ
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る 。

し
か
し
ま
だ
ま
だ
足
り
な
レ
と
こ
ろ
は
大

き
い

。

や
ま
り
今
後
を
則
待
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
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第

日

次

平

城

宮

発

掘

調

査

出

土

一
、木

簡
出
土
の
地
点
と
状
況

昭
和
犯
年
度
第
日
次
平
以
宮
発
抑
制
笈
に
お
い
て
2
ケ

所
の
土
扱
ω
ヌ
∞吋0
・

ω
穴
∞N
O

か
ら
木
簡
が
発
見
さ
れ
た
。

平
域
宮
の

発
侃
調
査
で
木
簡
が
検
出
さ
れ

た
の
は、

今
回、
が
3
度
目
で
あ
る。

す
な
わ
ち、

昭
和
初
年
1
月
に
m

〉
切
O
区

ω
穴
自
由

土
扱
か
ら
叫
点
出
土
し
た
の
が
円以
初
で
〈
そ
の
詳
細
は
「
平
以
・町出
発
旧抑
制
抗

報
告
五」

頁
回
以
下
に
報
告
し
た・

以
下
「
平
城
宮
報
告
R」

と
略
記
す
る
〉

第
2
回
は
、

昭
和
初
年
9
月
白

〉
回
O
区
ω
肘
ω
口
l
∞

井
戸
か
ら
2
点
が
検
出
さ
れ
て
い
る

(
こ
れ
に
つ
い
て
は、

「
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報
5
2」

に
簡
述
し
た)
。

し
か
し

今
回
発
見
さ
れ
た
木
簡
は、

総
計
約
y
u
o
o
点
を
か
ぞ
え、

内
容
的
に
も
世
話
な

も
の
を
含
み、

質
量
と
も
に
前
2
回
を
圧
倒
す
る
発
見
で
あ
っ
た
。

平
城
宮
の
木

簡
に
か
け
る
則
待
は
今
後
ま
す
ま
す
大
き
く
な
っ
た
と
い
え
よ
う。

ω
同ハ
∞
寸
O

土
境
は、

第
2
次
内
哀
の
内
郭
築
地
四
郎
東
北
側
か
ら
北
約
制
m
に

あ
た
り、

内
裂
の

外
郭
内
に

位
置
す
る。

こ
の
土
抜
か
ら
担
点
の

木
簡
が
出
土
し

た。

現
地
表
か
ら
比
較
的
浅
い
土
扱
で
あ
る
た
め、

逃
物
の
践
存
状
況
は
良
好
で

は
な
か
っ
た。
山
土
木
削
に
は
紀
年
銘
が
な
く 、

土
搬
の
型
没
年
時
は
明
瞭
で
は

な
い
。

但
し
「
左
衛
士
府
」

と
記
さ
れ
た
簡
が
あ
る
か
ら、

左
勇
士
衛
と
官
名
を

改
め
た
天
一千
宝
字
2
年
8
月
か
ら
天
平
宝
字
8
年
9
月
の
刷
で
は
あ
り
得
な
い
。

2 

の

木

簡

r.:. �・、
ニ主ユ

研

歴

史

究

ω
同ハ
∞
M
O
土
搬
は
ω
穴
∞
叶
O
の
東
約
m
m
の
と
こ
ろ
に
あ
り、

第
2
次
内
裂
の
外

郭
内
に
あ
っ
て、

外
郭
東
商
築
地
よ
り
約
加
m
西
に
あ
た
る。

造
物
の
出
土
状
態

か
ら
み
て、

一

時
期
の
ご
み
楽
穴
で
あ
り、

そ
の
以
没
年
代
は
年
号
の
記
載
の
あ

る
も
の
の
約
8
割
が
天
平
口
年
4
月
か
ら
四
年
8
月
の
3
ヶ
年
に
か
た
ま
っ
て
い

る
か
ら、

天
平
四
年
8
月
を
あ
ま
り
へ

だ
た
ら
な
か
っ
た
と
推
定
で
き
る。

出
土

木
簡
の
総
点
数
は
E
S
点
で
あ
る。

昨
年
刊
月
公
刊
し
た
「
平
城
・山口
第
日
次
発

抑制
査
山
土
木
簡
概
報」

に
は
約
Y
80
点
と
し
た

が、

臨
認
総
数
が
こ
の
概
数
を
大
幅
に
う
わ
ま
わ
っ
た
の
は、

そ
の
後
の
木
質
泣
物
整
政
の

際
に
発
見
さ
れ
た
断
筒、

吊令
盤
郊
の
も
の
が
、

か
な
り
の
数
に
の
ぼ
る
た
め
で
あ
る。

一 、

木
簡
の
形
態
分
類

「
平
以
宮
報
告
冗」
で
示
し
た
ω
同NHU
出
土
木
簡
の
型
式
分
類
に 、

今
回
出
土

し
た
も
の
の
形
態
を
加
え
て、

左
に
あ
ら
た
め
て、

現
在
ま
で
の
木
仰
の
形
態
分

類
を
か
L

げ
る
と、
つ

ぎ
の
日
型
式
に

な
る 。

由
。
己
型
式、
短
附
形
の
も
の、

「
平
城
-B
報
告
買
」
白
2
型
式
に
あ
た
る
o

g
NH
型
式、

小
形
矩
形
の
も
の
。

g
N
N
型
式、

小
型
短
形
の
材
の
一

端
を
圭
一政
に
し
た
も
の
。



8
2
m一
式 、
長
方
形
の

M刊の
両
端
左
右
に
切り
込
み
を
い
れ
た
も
の
。

官
報
告
E
」
白
O
ω
型
式。

gωω
型
式 、
長
力
形の
材の一
端の
左
右に
切り
込み
をい
九
た
もの 。

以
官
報
告百」
O
E
型
式 。

g
ω
ω
型
式、

長
方
形
の

材
の
一

端
の

左
右
に
切
り
込
み

を
い
れ、

他山
捕
を
尖
ら

し
た
も
の
。

g
s
型
式、

長
方
形
の
材
の
一

端
の

左
右
に
凶
り
込
み
が
あ
る
が、

他
端
は
折

山
あ
る
レ
は

腐
蝕
し
て
不
別
の

も
の。

由。臼
m一
式 、
長
方
形の
材の一
端
を
尖
ら
し
た
もの 。
「
平
以
官
報
告立」
由。

印
刷.
式 。

g
m
u
別
式、

長
方
形
の

材
の
一

端
が
尖
っ
て、

他山
崎
の
形
態
が
不
明
の
も
の
。

8
2
m
式 、
用
途の
明
瞭
な
木
製
品
に
品
占の
あ
る
も
の
。

8
2
m
式、

あ
る
極
の
用
途
を
も
っ
と
抑
定
さ
れ
る
木
製
品
に
品
川
の
あ
る
も

の
で、

そ
の
用
途
が
判
然
と
し
な
い
も
の
c

由。
∞戸
別
式 、

折
川引 、

腐
蝕
そ
の
他
に
よ
っ
て
原
形の
判
別
し
な
レ
もの
。

同以
{片
山抑
止
口
百
」
凸
O
∞
刷
式。

8
2
凱
式、

削
り
M問、

「一
千
以
官
報
告
H
」
m
ou
m一
式。

「
平
城

ー「

平

一、

木
簡
の
形
状
と
内
aM什

ω
守ハ
ヨロ

出
土
木
簡

本
的
の
泣
存
状
況
は
わ
る
く、
総
点
数

日
点

の
う
ら、

完

形

ち
か
い
形
を
と
:
め
て
い
る
も
の
は
、

つ

ぎ
の
3
点
で
あ
る
。

(
山m
H)

「
刑
マ

石
次
口
口
」

(
白
OH
H
md
式)
、

し
く
土
そ
れ
こ

「
庄
術
士
附
」

(目
。
巴
刑一一
式)、

「
紫
莱
」

(
問。
ω
ω
別
式)

×
 

あ
と
は
、

断
聞
な
い
し
本
場一
附別
で
あ
る
が、

そ
の
な
か
に
は、

「・
:
二
一わ
六
斗

×

×

×
 

三
石
じ
礼1・
4
石
二
石

」

の
よ
う
に
殺
矧
(
?)

を
計
上
し
て
い
る
も
の、

「
山地

マ

訴
人
」

「
波
多
'市
凶
口
」

「
他
聞
床
足
」

な
と
人
名
を
記
載
し
て
い
る
も
の
が

あ
る
。

人
名
記
伎
の

問
が
ど
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
か
判
然
と
し
な
い
が、

あ
え

て
脳
測
す
る
な
ら
さ
き
の
「
左
術
土
府
」

の
簡
と
凶
連e
つ
け
て、

術
-a
の
仙川
ぷ引
を

HHH
き
上
げ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
も
お
も
わ
れ
る
。

ω
〒ハ∞NO

出
土
木
簡

形
状

さ
き
に
の
ベ

た
相
式
に
分
類
す
る
と、

圧
倒
的
に
多
い
の
は

g
E
m.
式

(
削
り
川)

で

当
日
点
(
臼
克)
、

つ
い
で
多
い
の
が
践
的
。本
主
で
原
形
不
明
の

も
の
(
g
∞H
m
式
)

が
宏
品
点
(
加
克)
、

こ
の
2
種
で
全
体
の
実
に
部
%
強
を
し

川

め
る。
さ
ら
に、

こ
れ
を
の

ぞ
く

問
。
点

恥

こ
つ
い
て
み
る
と、

こ
の
な
か

在FaE'
 
EE4

 
菜紫「hh

ー「

知伸門ω
次平城宮発
似調査川土の
木市川

(
M
M)
 

」
は
上
半
も
し
くは
下
半
が
欠
失
し
て
い

ttD�1 

が
白
山…
あ
る
か
ら

(
5
0
ω∞

烈
式、

て、

原
形
が
完
全
に
縫
認
で
き
な
い
も
の

5
0
m
u
 

型
式
)、

結
局
こ
れ
を
の
ぞ
く】
百
点
(
全

3 
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体
の
1
割
弱)

が
完
形
も
し
く
は
そ
れ
に
ち
か
い
形
状
を
と
いふ
め
て
い
る
の
で
あ

る。F'ヲ
釘』廿

帳
簿
類

〔π1
有1
tL 

]
}

)
 

記
桜
内
容
は
大
別
し
て
I
G
往
復
文
書、

U一
伝
票、

rEE、

，，‘

、EEJ

付
札
類、

m
習
君、

楽
書
類
の
3
種
に
な
る。

rEK
 

U
刀

こ
れ
に
は
官
司
の
差
出
す
公
文
書
と
個
人
の
解
・啓

状
が
ふ
く
ま
れ
る
o

，EEL
，，、

前
者
の
例
と
し
て
は、

図
書
寮
解
(
断
簡)
、

勅
旨
紙
を
打
つ
た
め
に
三
好
都
石

崎
等
を
召
喚
じ
て
い
る
某
司
符
(
差
出
官
司
は
第
四
等
官
が
出
と
記
さ
れ
て
い
る

か
ら
峨
・

寮
の
官
司
で
あ
り、

内
容
上
紙
に
関
係
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら、

さ
ら

に
限
定
し
て、

こ
の
差
出
官
司
は
図
荒川
祭
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
て

某
府
移
(
上

半
欠)、

某
府
(
兵
術
府
カ
)

移
〈
充
所
山
ぷ
国
司、

削
府)、

某
牒
2
点、

某
郎

司
抑的、

装
解(
充
所
川
口
開
務
所
〉
な
ど
が
あ
り、

文
書
形
式
は
省
略
さ
れ
て
い
る

が、

召
喚
状
と
で
も
い
う
べ

き
も
の
が
兵
術
協川、

UHボ
寮
各
1
点
づ
L
あ
る。

こ
の

ほ
か
官
司
名
の
記
械
の
あ
る
も
の
を
一

括
し
て
あ
げ
る
と、

中
山初、

民
-m、

宮
内

の
3
省
が
各
1
点、

大
路
臓
が
4
点、

木
工
寮、

内
腕
司、

造
酒
司
が
各
1
点、
ず

つ
あ
る。

民
部
省
を
の
ぞ
い
て
こ
れ
ら
の
-R
司
が
い
ず
れ
も、

中
務、

宮
内
両
省

に
凶
係
し
た
も
の
で

あ
る
点
が
住
怠
さ
れ

る。

こ
の
点
は
川
土

地
点
の
性
絡
を
考
・摂

す
る
場
合
に
参
考
に

な
る。

さ
ら
こ
さ
き

某j仔修第2図

」
あ
げ
た
文
川
の
4LK

出
官
司
に
つ
い
て
み

丘(
術
府
の
も
の
が
数

点
見
出
さ
れ
る
こ
と
も
無
視

で
き
な
い
。

誌
は
兵
衛
府
に

関
係
し
た
も
の
は、

右
の
も

の
以
外
に、

内
袋(
「
西
宮
」)

の
南
門、

角
川、

来

て

二、

三
門、

北
門、

北
府
な

ど
の
守
術
に
兵
衛
を
割
当
て

る
た
め
の
札
と
考
え
ら
れ
る

も
の
が
断
簡
類
あ
わ
せ
て
日

点
の
多
く
が
発
見
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る。

そ
れ
は
た
と

え
ば
左
の
よ
う
な
記
校
内
谷

を
も
っ
、

「

H
下
マ

、
鴨

西
宮
南
川
茨
山
下
九川
奈
林

荻
m
An
fa
人」

こ
れ
は
某
月
某
H
昼
あ
る
い
は
伎
の
凶
符
市
川
お
よ
び
向
門
の
守
術
は
円
下
部
以

下
5
人
の
兵
衛
が
あ
た
る。

人口
点
の
つ
レ
て
い
る
荻
凹
は、

下
を
下
番
と
解
す

な
ん
ら
か
の
事
的
で
需
を
下
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う。

(
口
絵

4 

る
と、

第 3 1刈 S I( 820土拡

る
と、

-)
 

禄
AV
集
解
に
よ
る
と、

兵
術
は
京
に
つ
め
る
6
ヶ
月
の
う
ち、

50
円
以
上
を

内
裂
の
門
術
需
に
の
ぼ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
こ
な
っ
て
い
る
が
(
同
令
終
解
兵

術
条
古
記)
、

右
の
割
当
札
は
日
々
の
門
衛
を
割
り
ふ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う。

伺わ
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的m
U
次
平
城
・2
発
抑
制
衣
出
土
の
木
簡

し
、

こ

れ

が

川市

な

る

訓

当

札

で

な

い

こ

と

は
、

記

岐

リ羽

市恨

の

な

か

に

「

食

司

口

-

ト

マ

太

万

円凶

状
」

と

か
「

制

タ

料
」

と

あ

る

の

で

同

時

に
、

食

料

請

求

も

し

く
は

文
給

の

伝
裂
と
し

て
の

川

も

は

た

し

て

い

た

も

の

で

あ

ろ

う
。

兵

術

と

判

断

さ

れ

る

川

内

4

5

足
、

川

ロ

ュ
トl、，d
h、
、ノトと
4Tドr'Lt可 戸、

川寸
十rF4
Aノ
U~
dLF
ホTr副4uq
RM

が

2

山…

ほ

か

に

見

山

さ

れ

る

こ

と

も

参

照

さ

れ

る
。

ω
穴
∞
N
O

出
土
木
簡
の
な

か

で
、

兵

術

に

関

係

し

た

附
は 、
一
口
弘
と
も
に
大
き

な
低
位
を
山
め
て
お
り 、

さ

き

の

中

務
、

1
1
1
1

 

官
休ト
日
少し

関

係

の

も

の

と

併

せ

て
、

」

の

地

点

の

性

格

を

考

え

る

霊

前次

な

材

料

で

あ

る
。

(

表

1

参

照
)

附

人

の

啓

解

状

と

し

て
l主

サボ

称

状

3

点

川

上

比

林

一時

状

(

川

'K

足

枠

は

兵

術
)

リ前

前

大

舎

人

倭

出

日

解

状
(

削

り

附
)

、

民
間
作
ド人

2
トコ山

へ

J

ず

れ

J'p
j

J
'
l
-
A

 

i町、、J

山

口

伊

美

古

紺

糸

進

と

状

が

あ

る
。

)
 

-1
 

・11
 

i
x

給

伝

説

の

例

と

し

て

は

(

表
)

ー「 ー「

十ハ$'í\
口屯;';il
iWl� 小
門(浜
υ出始L- -':; $Ií\ 

Lー

( .
災)

日
々
の
支
給
を
乃
き
あ
げ
た
帳
間
以
の

も

の
と
し
て
は
卸
4
図
こ

か

げ

た

も

の

が

あ

:')"!

x 
-11 
l些l
H 

口111 古 帳

口ご 御 間

口11 i附 の
ベ コ 在 i

口王子I'� 芝
口jJiJ 日 目 し
口1門X て
口元 -1 1 ' は

口:rh II�
口、うLI

り 、

前
ボ
似
梨、

)L ï!:ï 
)J�術|
口 .: ii'9 
H J 三
古チ1・
街l詰
11'9 
一
到
(
+柄
引十
欠
)

な

ど

が

あ

り
、

お
そ
ら
く
附
入
伝
裂
と
お
も

わ

れ

る

も

の

に
、

(
表)

碗
七

十一
.

口

ト〈
什
nhれ
枇凶
行」ハ
|-X
各
充

L
〔
、
L
-
l
・1
E
T
1

/d』
4
1
」lF
L JH
主
「
7

一川一一
一μ

光
(
引開)
〈H
参
百
壱

仙川町
田文

な

と

が

あ

る
。

こ

れ

ら

は
ん
N

h打

。-

吏

務

処

刑叫

に

つ

か

っ

た

も

の

と

考

え

ら

れ

る
。

こ

の

ほ

か

断

的

知

で

文

乃

の

断

片

を

つ

た

え

る

も

の

が

相

当

な

数

こ

の

ぎ

り
、

y c 
の

う
ち
人
名
記
峡
の

あ
る
も
の
，
』
工
、

兵

術

の 令長

1'申Ll

vhs
b亭W

ttì� 
iと

ue I
I
I

 

-t，ド引
主炉、

-11' 
n，....， 
口総

口
戸斜l

口子1日

口
!.Ü 

17..1 

白
川一
口

口

� 

口
I!!!!; 
口

5
4
図

5 



川
由民
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報

6 

士、
正
4

二
三
a

l
l


-ノ
司寸
」l
JL
41
」 l
rJ
lt
lL

術
的
問
赤
間以
郎
同
匝
郷
湖
鍬
十
日

|ヌ!5 

ほ
か、

真
一部
女
'

子
刀
自

五
十
上
女

蒋
円
女
・

子
奈
女

玉
放
女

大
津
女

な
ど
の
女
姓
名
(
釆
女
?〉
、

奈
良
王
・

管
原
王
・

玉
手
王
・

川
勢
王
な
ど
の
王

名
が
み
と
め
ら
れ
る

。

な
お 、

木
簡
所
枚
の
人

名
で

中
務
少
魚
池
悶
足
継
は
正
史

に

枚
せ
ら
れ
て
お
り
、

抗
日

本
紀
天
平
宝
字一
光

年
5
月
条
に

従
五

位
下
に

叙
せ
ら

れ
て
い
る
の

を
初
見
こ
、

天
平
宝
字
7

年
4
月
左
少
弁
に

征
ぜ
ら
れ
る
ま
で
5
回

み
え
て
い
る

。

、ZEd-

付
札
類
に
は、

調

世・
中
男
作
物
・

白
米
・

麦
な
ど
の
地
方
京
進
物

rIL
 

に
つ
け
ら
れ
た
荷
札
と
宮
内
で
保
廿
税
制批
用
に
つ
け
た
札
の
2
機
が
あ
る。

前
者
に
つ

い
て

現
在
確
認
で

き
る
総
点
数
は
H
S
点
で

あ
る。

内
訳
は
剥
が
町

点、

世
が
印
点、

中
川刀
作
物
が
8
点、

白
米

安
が
刊
点
で、

そ
の
い
ず
れ
に
属

す
る
か
不
明
で

あ
る
が
地
方
京
進
物
の

荷
札
と
推
定
で
き
る
も
の
が
加
点
か
ぞ
え

ら
れ
る
。

税
の

種
類
に
よ
っ

て
そ
れ
ぞ
れ
に
記
収
隊
式
が

認
め
ら
れ 、

調
に
つ
い

て
は、

賦
役
令
第
2
条
(
調
皆
川出
近
条)

の
規
定
に
よ
り、

国
間
車
戸
主
性
名、

貢
進
者
姓
名 、

京
進
物 、

数
品 、

年
月
日
が
記
さ
れ
る

。

但
し
戸
主
姓
名 、

国
名

な
ど
の
ゆ臼
附
さ
れ
る
こ
と
が
ま
L
あ
る
が、

こ
れ
は
簡
に
お
さ
め
ら
れ
る
文
字
数

に
限
界
が
あ
る
こ
と
か
ら
く
る
略
記
で
あ
る
場
合、

同
一

貫
進
者
の
荷
物
が
2
個

�i、"" 

周
防
国
大
仙川
町山
晴天
敢
郷
ん
海
阿

川市刀

仰旧州
出品
二
斗

以
上
こ
な
っ
た
際
三

方
を
省
附
し
て
汗
く
場
合
な
ど
の
略
法
で
あ
る。

正
倉
院

現
存
の

古
裂
銘
文
で

も
戸
主
姓
名
の

略
さ
れ
て
い
る
も
の
が
数
点
認
め
ら
れ
る
こ

と
も
参
考
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う。

貫
道
物
の
数
量
に
つ
い
て
み
る
と、
正
f
I
J
相
当
訟
の
も
の
と 、
そ
の
%
に

あ
た
る
も
の
が
あ
る
。

%
は
次
丁
・

中
男
の
愉
立
で
は
な
い
か
ら
別
の
事
情
が
考

雌
さ
れ
る
必
要
が
あ
り、

た
ま
た
ま
今
回
の
木
簡
に、

同
年
度
同
一

人
質
逃
の
調

札
が
3
枚
あ
る
こ
と
か
ら
推
し
て、

%
設
は
正
丁
1
人
分
の
調
を
3
個
の
術
に
わ

け
て
包
装
し、

そ
れ
ぞ
れ
に
札
を
付
け
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る。

天
一平
日
年
伊
豆

国
正
税
帳
に
は、

調
飽
竪
魚
を山
貝
得
す
る
際
の
単
価
を
正
丁
1
人
輸
企
の
%
に
あ

た
る
日
斤
叩
同
(
H
稲
山
東)

で
表
わ
し
て
い
る
が、

こ
与
に
も
た
ま
た
ま
正
丁

l
人
の
調
を
3
箇
の
仰
に
つ
く
る
当
時
の
悩
行
が
示
さ
れ
て
い
る。

さ
ら
に
郷
盟
名
に
凶
し
て
は
倭
名
妙
に
み
あ
た
ら
な
い
も
の
が
数
点
あ
る
し、

郷
旦
併
記
の
附
で
年
時
の
明
ら
か
な
も
の
は、

神
色
4
年
か
ら
天
平
元
年
ま
で
の

聞
に

限
ら
れ
る

。

貢
進
物
は

胤
が

多
く 、

ほ
か

波
奈
佐
久
(
9・)
、

堅 一

魚 、

飽
竪

魚、

腕 、
批
経
娘 、
海
松 、

鍬、

綿
な
ど
で
あ
り 、

海
産
物
は
全
国
各
地

か
ら 、

鍬
は
備
前
・

倫
中
・

術
後
か
ら、

綿
は
西
海
道
6
ヶ
国
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
貢
上
さ
れ



て
い
る 。
糾
は
い
ず
れ
も
4
同
1

屯
包
で
50
屯
ご
と
の
仰
に
つ
け

れ
て
お
り 、

京
進
主
体
は
郎
で
あ
る 。
筑
紫
の
綿
は
万
柴
山米
に
も-」
れ
を
円以
し
た
も
の
が
あ
り

(ωω白) 、

正
史
に
も
木
繁
附
か
ら
綿
を
只
上
さ
せ
た
資
料
は
多
い 。

瓦
進
年
時

は 、
ほ
か
の
地
方
只
進
物
の
大
多
数
が
天
平
口
年
か
ら
一大
平
四
年
ま
で
の
も
の
で

あ
る
の
に
対
し 、

長
老
2

年
か
ら
天
平
3
年
ま
で
と一
時
期
さ
か
の
ぼ
る 。
こ
れ

は
し
か
し 、
制
が
府
開
に
納
め
た
年
時
を ・
が
す
も
の
で
あ
る
か
ら 、
京
州
に
は
い

っ
た
年
時
は
判
別
し
な
い
が 、
天
平
四
年
を
下
る
こ
と
が
な
い
と
し
て 、
天
平
凶

作
正
月
か
ら
汀
年
6
川
に
お
よ
ぶ
木
山学
府
廃
止
の

時
期
が
何
ら
か
そ
れ
に
関
係
が

あ
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る 。
府
の
い庇
止
に
よ
り
府
出
物
は
筑
前
国
司
に
付
託
す
る

こ
と
に
な
っ
た
が 、
そ
の
ご
一
部
が
京
仰
に
迎
進
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う

か 。

糾
と
と
も
に
只
進
白
例
人
名
が
山別
記
さ
れ
ず 、
出
郷
単
位
に
μ
逆
さ
れ
て
い
る

も
の
に
鍬
が
あ
る 。
賦
役
令
の
規
・心ん
で
は
正
7
1

人
3
口
と
な
っ
て
い
る
が 、
向

札
は 、
m
μ
ご
と
に
つ
け
ら
れ 、
川川
小
判以
伐
川州
大
井
郷
か
ら
の
も
の
と
般'ん
さ
れ

る
「
大
井
鰍
十
u」
と
附
-記
さ
れ
た
札
も
あ
る 。

以
上
調
物
に
つ
い
て
み
る
と 、
一制
を
の
ぞ
い
て
は
い
ず
れ
も
肌
役
令
却
1

条
脱

定
の
調
純
物
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
あ
た
る 。

な
お 、
同
張
岡
村
多
郎
の
制
組
札
に
は
年
月
u
の
下
こ

郷
長
の
署
名
の
あ
る
も

m
m
次
平
城J
C山
発
抑
制
査
山
土
の
木
簡

0) 
11'、

点
作
す
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
く 。

つ
ぎ
に
世
札
で
あ
る
が 、
断
問
削酬
を
あ
わ
せ
た
総
点
数
印
点
の
う
ら 、
3
1
1

 

制
点
・刀

参
川
回
帰一
以
郎
篠
山

川判
的
(
佐
久
崎)
か
ら
の
も
の
で
あ
る 。

も

は
し
め

L
:
、

c、
1、

，Z
て
L品川
L
・刀

間
9
川
の
も
の
が
あ
り 、
ほ
か
の
的
札
の
年
時
が
天

ギ
ロ
年
か
ら
四
年
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
を
併
せ
考
え
る
な
ら 、
て
血l
凶
作
も
し

く
は
そ
れ
に
近
い
年
叫
の
も
の
と
断
定
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う 。
只
進
物
は
大
半
が

佐
米
で
ほ
か
こ

亦
魚 、
円十
波
加
が
名
1

点
づ

あ
る o
n
進
月
は
・亦
飢
の
正
月
を

こ
れ
は
お
そ
ら
く
佐
米

な
か
で
も
5・
7
両
月
が
多
い
の
は 、
節

バ
只
上
と
い
う
が
仙
が
あ
る
と
お
も
わ
れ
る 。
川
崎
の
海
却
は
所
訓
世
人
で
あ
り 、

の
ぞ
い
て
は 、
5・
6

7

8
月
に
柴
小
し
て
お
り 、

の
ぬ
般
的
則
を一
川
す
の
で
あ
ろ
う
が 、

小
叶い
伊
勢
判
官
似
と
な
っ
た'」
れ
ら
の
・川
々
工 、

奈
良
時
代，
JM
主
主
所
飢
と
し

点 、
常
陸
が
2
点
を
か
ぞ
え 、

世一以
進
国
は
ほ
か
に
武
械
が
4

京
海
道
に
多
く
み
ら
れ
る
点
も
抗
立
し
て
お
い
て

て
世
只
進
を
命
じ
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ぞ
う 。

よ
い
こ
と
で
あ
ろ
う 。
μ
進
物
は
若
海
泌
が
多
く 、
戸、
コ
ま 、
l可

く
可斗e

uuy
L七

Y
O
{
ヵ.2 .
叶4
I
，耳打1

鮮
な
ど
で
あ
る 。

中
山
作
物
は
参
川 、
辿
江
(
2
山
口

、
越

伊
与
の
6
ヶ
国

堅
魚 、
館、

'白川円
札令。 、

L引H-JI

美
作 、

か
ら
郎
あ
る
い
は
郷
単
位
に
山
さ
れ
て
い
る 。
貢
進
物
は 、
，q
擬 、

出
断 、
時
な
ど
で
あ
る 。

|記i6 

越
中
川
羽
咋
閉山・
中
山刈
作
物
創
立
的
位

'イ-3

7 
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白
米
に
つ
い
て
は

、

買
進
者
側
tf
名
が

明
記
さ
れ
て
い

る
も
の

と 、

個
』/
名
が

記
さ
れ
ず
国
郡
郷
で
記
減
の
完
結
し
て
い

る
も
の
の
2

様
が

あ
る。
い

ず
れ
も
5

斗
ご
と
の
荷
に
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る。
白
米
は、
2
月
9
日
の
日
付
を
も
つ

も
の
が

あ
り 、

正
月
か
ら
8
月
の

刷
に

買
上
す
る

巷
米
の

迎
京
時
期
に

合
致
す
る

こ

と
〈
回
令
番
米
連
京
粂
)

、

ま
た
貢
進
国
が

阿
披
を
の

ぞ
い
て
は

延
喜
民
部
式

所
載
の
巻
米
貢
進
国
に
一
致
す
る
こ
と
か
ら、
審
米
と
推
定
し
て
誤
り
な
か
ろ
う。

麦
は

単
に

「
進
上
」

と
あ
る
の

と
「
官
交
易
」
と
さ
れ
て
い
る
の
と
2

頓
あ
る
が

、

後
者
に
つ
い
て
は

、

天
平
9

年
和
泉
監
正
税
帳
の

「
納
民
部
省
年
料
交
易
麦
磁
削

付
校
二
附

裏側
捌
姶
束
…州
矧」
と
あ
る
の
が
仰
せ
参
照
さ
れ
る。

以
上
地
方
京
進
物
の

利
札
に
つ
い
て
大
要
を
記
し
た
が 、

右
に

あ
げ
た
も
の
の

ほ
か
に
も
国
郡
郷
名
を
附附
記
し
た
も
の
で

、

諸
国
か
ら
の
荷
札
と
推
定
で
き
る
も

の
が
数
点
あ
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
く。

つ

ぎ
に

宮
内
の

保
管
挫
理
用
の

付
札
に
つ
い
て
x

あ
る
が

、

折
樹 、

長
樹 、

館 、

火
腕
な
ど
の

器
物
類
に
つ

け
た
も
の

、

御
取
飽 、

生
娘 、

鮒 、

麻
須 、

嶋
呑
な
ど

に
つ

け
た

小
形
の

も
の

、

こ
の
ま

か

織
物
こ

つ

け
た

小
片
の

付
札
が
お
点
あ
り 、

第
7

図

阿
波
間
板
野
郎
弁
限
戸
主
波
多
マ
足
人
戸

楽
人
州品
目
白
米
五
斗

織
物
を
い

れ
た

航
に
つ

け
た
も
の
が
5

点
あ
る
。

織
物
は

色
+

材
料
で

あ
ら
わ
さ

れ 、

色
調
で

大
半
を
占
め
る
の
は

緑
で
こ
れ
に
白 、

浅
〈
部)

、

中 、

黒
の
4

種

が

あ
り 、

ほ
か
に

育 、

摂
が

あ
る
。

材
料
は

糸 、

縦 、

綾 、

施
、

東
維 、

制
施

、

交

紗
織、

絹
な
ど
各
種
に
わ
た
る。
衣
服
令
制
服
の
規
定
で
は、
緑
衣
な
ら
ば
6
位、

7
位
の
衣
服
で
あ
る
が 、

こ
の
な
か
に

「
御
服
」

の
文
言
が
み
え
る
こ
と
は 、

こ

れ
ら
を
使
用
し
た
身
分
を
推
定
す
る
の
に

参
考
に
な
る。

、44JM

こ
の
類
は
今
回
出
土
の
簡
で
は
も
っ
と
も
多
数
を
占
め
る。
総
点
数
の

fEK
 

半
数
を
し
め
る
削
り
屑
の
内
容
は
ほ
と
ん
と
が
こ
れ
に
屈
す
る。
同
じ
文
字
を
書

き
つ

ら
ね
た

も
の、

同
じ
偏
の
も
の
を
占
き
あ
げ
た
も
の

、

向
田
も
削
り
と
っ

て
2

重
3
重
に
習
古
し
た
も
の
も
あ
る。
習
内
の
手
本
と
な
っ
た
と
お
も
わ
れ
る

「
文
選
巻
第
口」
と
記
し
た
筒、

{子
類
を
み
て
mu
き
出
し
た
と
推
定
さ
れ
る
「
羊

蹄
」

「
鴨
頭
草
」

な
ど
革
名
の
み
え
る
筒、
「
莫
胤
読
古
云
々
」

と
説
告
を
お
こ

た
る
こ
と
を
戒
め
た
文
言
の
み
え
る
も
の
も
あ
る。
「
出
格
権
大
」
「
腸
断
惜
風
長

於
也」
の
字
句
や
筆
の
す
さ
び
に
書
い
た
人
物
絵
や
烏
の
絵
も
お
も
し
ろ
い。
「
立

夜
志
己
々

目
的日
」

、

「
津
玖
余
々

美
{子
我
礼
」

な
ど
万
葉
仮
名
を
記
し
た

簡
も
あ

り 、

国
語
史
上

武
重
な
資
料
と
お

も
わ
れ
る

。

(
狩
野

図

田
口
之
比
等

等
々
流
万
毛

な
夜
志
コ]
々

円白
川口

8 告t

8 
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西

大

！彰

査

刻

調

寺

美
術
七

五
研
究
京
は 、

「
南
部
治
大LJ
の
例

研
究
テ
l

マ

研
究
所
削
立
以
米 、

先」
の
一
郎
と
し
て 、

市
同州
諸
大
」ザ
の
調
すれ
を
つ
づ
け
て
き
た 。

HH
一

H
ゆ
ド’」 、

H
1
2
f
t

 

附
和
泊
作
の
店
Mm
川山
dJ
淵
伐
の
巾いよ
胞
を
日以
初
と
し
て
’旬
年

総
合
州州
代
を
行
な
い 、

i
d
E
t
－

－

j
 

rE
トr
，
』

メ
，F
U
N－
怖
か

qJ
／
J

r
ト

卑
小πド“＝w

州
大kl
に
つ
い
て
は 、

－
L
E
L

－－、

JiJ
官

訂
作
に
丁ハ
去
作
品
の
調
査
を
尖
施
し
た 。

凶
大
t！
の
絵
回
・

工
芸
作
品
の

全
貌
は－」
の
州
伎
の
訓
伐
で
明
ら
か
に
さ
れ
た ョ

そ
し
て
そ
の
一
部
は
お 、

37イI-

ぃ没
年
MW
に
叫
に
公
いえ
し
た 。

と
こ
ろ
で 、
HH
HH
00
ドr
午
J
h

ゐ4車 、

H
H
4
よ
q
n
べ
U
ノ
E

E
i口1
・

山時
刻
に
つ
い
て
湖
上引
を
尖
施
し
た 。

す
な
わ
ら

+ 

愛
染
常 、

川
正
什一
及
び
収
械
仰
に
変
位
さ
れ
て
あ
る
仏
像
の
実
測
訓
K旬 、

J
j e－
－M
与
え
デ
咽川
什 B
kr
ぷ
合
ぷ
f
し
た o

y
－

－J
H
M
μ
t
hH
1占
7
Li
l
t

，

t
1

3
J‘
’

J
J

彫
刻
の
調
代
点
数
は
お
山…
印
似
を
数
え
る
が 、

こ
れ
ら
の
い
く
つ
か
は
既
に
市

要
文
化
財
に
指
記
さ
れ
て
い
る
像
で
あ
り 、

ま
た
そ
の
ほ
か
の
像
で
も
こ
れ
ま
で

に
紹
介
さ
れ
た
も
の
が
少
く
な
い 。

し
か
し
凶
大
上J
μ
限
ら
ずい
附
郎
消
火
守
の
彫

刻
の
多
く
は
そ
の
仔
在
こ
そ
般
か
め
ら
れ
て
い
る
が 、

な
お
そ
の
正
悦
な
山
結
な

り
造
立
年
代
な
り 、

あ
る
い
は
造
形
史
上
の
凶
民
間
係
と
な
る
と 、

ま
だ
ま
だ
今

後
の
研
究
に
侠
た
ね
ば
な
ら
な
い
川
題
点
が
あ
っ
て 、

J
b
i

川
花
主

新
くV山ア」

l
－
1
1
5
』・
1

〈R
i

つ
い
た
段
階
に
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い 。

そ
こ
で
ま
ず
新
し
く
造
立
年
代
の
明
ら
か
に
な
っ
た
像
を
二 、

三
紹
介
し 、

松

附
大
ト寸
彫
刻
刊州
代
附脱
皮

概

要

美

研

－
T

 

a巾
’
t

 
工

づ会－
Z玄

究

三邑

後
に
凶
大
tJ
の
彫
刻
を
概
観
す
る
な
味
と 、

瓜
存
像
の
確
認
の
為
に 、

本
年
度
ま

で
に
訓
代
し
た
似
を
U
掛
川州
に
列
挙
し
て
お
く 。

も
と
よ
り
こ
れ
ら
の
訪
像
の
中

に
は 、

既
に
昭
和
初
年
度
以
降
榊縦
続
し
て
い
る
「
興
正
苔
略
叙
悼
の
研
究」
の
制

民 、

そ
の
正
俄
な
山
新
や
芯
立
年
次
が
Mm
認
さ
れ
た
阪
も
合
ま
れ
て
い
る 。

な
お

凶
大
寺
に
は
本
坊
主
仰
に
江
戸
時
代
の
小
川
千
仏
叩
数
販
が
ル賊
さ
れ
て
い
る
が 、

－」
与
で
は
一
応
行
附
し
た 。

〈大.＇.1.\k’ ：;nノミ ：.I.\X （象第Jl:.:<I
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新
た
に
造
立
年
代
の
舵
認
さ
れ
た
諸
倣
に
つ
い
て
桁
介
す
る 。

弥
制
菩
雌
坐
像

木
像
は
木・
什h
ぃ米
脇
凶
に
安
置
さ
れ
る
よしハ
（
災
訓
保山口川
八
μ八
六
寸
七

分）
の
ト〈

品店
で 、

像
内
に
鎌
倉
及
び
江
戸
時
代
の
屯
川
知
を
確
認
し
た 。
そ
し
て
そ
れ
ら
の

検
討
の
結
果 、
こ
の
似
の
造
立
年
次
と
経
粋
を
明
ら
か
に
で
き
た 。
詳
制
は
す
で

に
発
表
し
た
か
ら 、
そ
れ
を
参
照
さ
れ
た
い 。

5 1
）

大
川
天
下
蜘
仇川
保
（
却
1
凶）

凶
大
寺
に
は
2
体
の
大
川
天
保
が
あ
っ
て 、
そ
の
一
体
に
つ
い
て
は
ほ
に
紹
介

さ
れ
た
こ
と
が
あ
る 。
在
三

木
像
は
そ
れ
と
は
別
な 、

現
大
m一一
天
堂
の
本
時
で 、

庄
一川
に
大
き
な
袋
を
負
い 、

台
に
手
跡
附
下
げ
の
姿
勢
で
般
を
降
し
た
大
ぶ
り
な

像
で
あ
る 。
造
形
手
法
は
お
お
ま
か
な
姿
態
構
成
を
も
っ
て 、
い
か
に
も
福
々
し

い
風
貌
に
造
っ
て
あ
る
が 、

釧
か
に
見
れ
ば
か
な
り
の
形
式
化
と
簡
略
化
が
め
だ

っ 。
と
こ
ろ
で
本
阪
の
底
辺
恒
お
よ
び
顕
柄
内
ぐ
り
に
次
の
誕
刀
が
見
ら
れ
る 。

〔
長
仮
品
川〕

九州
寺
於
地
球
院

子
一時
永
正
元
年

刊
十一
月
朔
円
彫
刻
刀
始

同
十
二
月
期
日
首
尼
三
十
ケ
日
造
皐＼

生
五
十一
歳／

作
者
南
部
海
む
王
寺
地
政
院
住
仙
界一

一

Al

／
法一
干＝一・以＼

木
谷
番
匠
奈
良
病
院
七
郎
太
郎

生
年

五
十一

勧
進
比
丘
四
大
寺
四
室
住
侶
宣
者
M的

住
持
長
老－
u川
仲
大
徳
川油
川
上
人

右
加熱
始
己
米
師
長
父
母
乃
主
ニ
界
六
道
流
転

衆
生
同
証
一幽
果
而
巴

同
十
二
月一
一口
凶
大
寺
仁
奉
移
位
也

〔
鎖
納
内
部
地
汗〕

H: 

｛目当11;}]
官寺進

ー春四比
1)1: Jj'j室行：

r町、r町、r、、
有！ ／〈 極

永 子 l 子
正 金φ 大
元 剛 、II
年 界 L 法

子l干1五士身
十 仏窃ょ�：
ーー－－ Lノ 、dノ モ三子

月
）

El 

（
般
f寸

光
明
点一一＝口）

海
屯
王
寺

山】引決
定十仁

j
h
E
I

 

AH
算

そ
し
て
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
木
阪
が
室
町
時
代
の
海
屯
王
寺
仙
界
に
よ
っ
て
造
立

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
や 、

仙
誌
の
当
時
の
年
齢 、
脈
次 、
さ
ら
に
木
寄
需
匠

と
し
て
奈
良
宿
院
七
郎
太
郎
の
名
が
確
認
で
き
る 。
仙
訴
は
こ
れ
よ
り
先 、

別
応

七
年
に
白一一

守
の
太
山
王
像
や
司
禄
阪
を
修
思
し
た
仏
師
で
あ
る
が 、
本
向閉
山山部
内

に
よ
っ
て
彼
の
泣
作
が
新
し
く
縦
認
さ
れ
た
わ
け
で 、
こ
の
則
の
南
部
造
像
山人
に

一
資
料
加
え
た
こ
と
に
な
る 。

地
政
菩
際
立
像
（
却
2
凶〉

本
仙川
は
右
の
大
山中川
天
保
と
と
も
に
こ
れ
ま
た
仙
弥
の
泣
作
で
あ
り 、

当
代
の
造

段
活
動
が
知
れ
る
好
資
料
で
あ
る 。
木
像
は
桧
材
中叶
木
造
り
の
ぷ鈴
木
阪
で
あ
る
が 、

10 



似
内
か
ら、
水
正
十一
年
造
立
を

別叫
し
た
次
の
納
入
文
川
知
が
昨桃山明附
さ
れ
た 。

一
、

地
政
苔
ル陣
頭
部

一
筒

本
店
前
後
矧
ぎ
M
，K

じ
十
fA
分
耐
H火

山
十
三
分
日間
一川
山
寸

一
、

舎
利
及
び
舎
利
奉
納
バ

三
十
三
粒
凹
紙

一
、

志
組
川

一
一紘

一
、

結
縁
者
交
名

八
紙

一
、

地
政
宝
号

九
紙

一
、

地
球
摺
仏

一
一紘

一
、

本
加
川

一
一紘

一
、

そ
の
他

六
紙

妹
に
右
の
芯
地
H札口

の
文
末
に
喬
匹
術
院
猟
山
郎
の
名
が
儲
か
め
ら
れ 、
仙
訴
は

ま
た
本
像
を
合
む
そ
の
大
々
の
浩
倣
に
当
っ
て
常
に
的
院
番
慌
を
従
え
て
い
る
こ

と
と 、
本
像
の
造
形
手
法
が 、
こ
の
時
則
以
降
に
名
体
を
叫償
え
て
頻
出
す
る
南
町的

術
院
仏
師
の
作
例
と
同
巧
で
あ
る
点
が
作
U
さ
れ
る 。
市
初
出
院
仏
削
に
つ
い
て

は
従
来
詳
し
く
究
明
さ
れ
て
い
な
い
が 、
本
像
以
後 、
弘
治・
永
禄
一
大
正
と 、

本
町
後
則
の
市
郎
で 、
火川
木
造
り
いぷ
ト小
限
の
村
山内
な
治
形
子
法
を
も
っ
て
川
脱
し

j也jおr

� 2 I記｜

凶
大
寺
彫
刻
訓
在
概
要

た
い
わ
ゆ
る
俗
人
仏
削
で
あ
る 。
し
か
も
本
品開
を
ド

限
と
す
る
「
的
院
早川
匠」
の

自
祢
を
「
宿
院
仏
師
尾」
「
市
院
仏
師」
「
約
院
仏
所」
と
変
え
て
い
る
過
担
に

は
府
過
で
き
な
い
彼
等
の
性
絡
の
変
化
を
み
る
こ
と
が
で
き 、
し
た
が
っ
て
室
町

後
期
の
南
部
仏
師
に
お
け
る
村
妹
な
様
式
系市
川か
木
像
を
小
心
と
す
る
凶
大
年
間

係
の
ぷ
像
に
求
め
ら
れ
る
点
で 、
本
像
の
店
像
史
的
立
日以
は
大
き
い 。

行
法訪日
臨
坐
像
（
第
3

4
凶）

本
政
は＋川
く
は
明
治
犯
年
に
山
同
京 、
そ
し
て
担
任
は
呪
奨
文
化
財
に
折
ハ比
さ

れ
て
い
る
像
で
あ
る 。
｛
比
三

そ
し
て
従
米
こ
れ
は
数
少
な
い
行
法
苔
出
像
の一

体
と
し
て 、
店
立
年
代
も
鎌
合
同
代
に
比
定
さ
れ
て
い
た 。
「
州
大
年
大
鋭」
に

よ
れ
ば
「
（
前
略〉
木
像
は
記
録
上
そ
の
製
作
の
年
代
を
明
ら
か
に
し
な
い
で 、

た

デ凶
作
と
似
へ
る
け
れ
ど
も 、
そ
れ
は
一大
川ー
よ
り
遥
か
下
っ
て
鎌
合
時
代
に
凶

す
べ
き
も
の 、
肖
像
彫
刻
と
し
て
そ
の
ぷ
術
的
効
民 、
行
〔しい川 、
必
川 、
鍛
点 、
活

お
3・
4
凶
行

什怒川
此
胤ヒ
品店
及
品郎
氏
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設 、
良
弁
等
に
並
ぶ
べ
く
も
な
い
が 、
そ
の
制
式
の
簡
素
又
掬
す
べ
き
も
の
が
あ

る」
と
見
え
る 。
し
か
し
本
像
の
造
形
手
法
を
検
討
す
る
と 、
大
鋭
の
解
説
の
如

く
鎌
倉
時
代
に
相
応
さ
せ
る
こ
と
は
極
め
て
む
つ
か
し
い 。
ま
ず
形
式
的
に
整
え

ら
れ
た
彫
法
は
姿
態
を
凡
附
な
も
の
と
し 、
そ
れ
は
明
ら
か
に
江
戸
彫
刻
の
知
期

的
な
傑
式
を一
ホ
す 。
し
た
が
っ
て 、
例
え
ば
唐
招
提
守
政
の
旧
竹
林
寺
行
法
菩
際

像
の
よ
う
な 、
い
わ
ゆ
る
鎌
倉
彫
刻
に
み
ら
れ
る
雌
助
な
彫
法
と
は
か
な
り
の
迩

陪
が
あ
る 。
ま
た
そ
の
こ
と
は
技
法
的
に
彩
色 、
寄
木
の
方
法
に
お
い
て
も
阿
保

で 、
到
・低
鎌
倉
則
の
そ
れ
と
は
考
え
ら
れ
な
い 。
彩
色
は
木
地
の
上
に
反
古
版
経

を
貼
り 、
そ
の
上
に
施
す 。
屯
裂 、
剥
落
の
部
分
か
ら
は
木
地
が
蕗
呈
し
て
い
る

が 、
そ
の
木
地
は
像
内
の
点
地
と
同
僚 、
江
戸
彫
刻
に
み
ら
れ
る
通
有
の
桁
材
の

性
状
で
あ
る 。
寄
木
の
柿
造
は
本
併
に
て
は
前
後 、
両
肩 、
膝
前
矧
ぎ 、
そ
し
て

最
も
著
し
い
特
徴
と
し
て
近
世
特
有
の
姉
し
首
の
方
法
が
認
め
ら
れ
る 。

こ
れ
ら
は
要
す
る
に
通
有
の
江
戸
彫
刻
の
材 、
椛
造 、
同悼
式
を
示
し
て
い
る
も

の
で 、
そ
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
鎌
倉
則
的
特
徴
は
認
め
難
い 。
果
せ
る
か
な 、

そ
れ
ら
を
裏
づ
け
る
如
く 、
ム口
出
半
帖
一災
に
は 、

南
部
官
原
市
涼
山

T/ --
IJM ＋ 挙
山 五 再

江成皮！）l!

き 2
陸士
影 百
｛匁 川

五
日

喜
光
寺
住
持

小
藤
掛
寂
出…

の
盛代け
が
あ
り 、
」
れ
が
行
基
に
縁
り
の
深
い
菅
原
喜
光
寺
像
で 、
手
保
十
五
年

（一
七
三
O）
に
再
興
さ
れ
た
こ
と
が
知
れ
る 。
ま
た
像
」低
の
選
汗
「
喜
光
寺
開

山
行
基
大
菩
雌
郎防
像」
の
鉱
山削
も
右
の
忠一
介
と
問
巧
で
あ
り 、
さ
ら
に
現
在
同
寺

に
は
木
像
を
納
置
し
た
も
の
と
伝
え
る
春
日
厨
子
が
別
に
あ
っ
て 、
そ
の
朱
漆市札口

も閉
山
mw
像
命

南半
都｛呆

j京五

葉ヰ民主主，.＿.＿月持＿，＿
寂土
！！（｛円

と
あ
る
か
ら 、
元
来 、
像 、
台
座
（
半
帖）

、
厨
子
と一
日円
で
あ
っ
た
こ
と
が
知

し
た
が
っ
て
木
像
は
こ
れ
ら
が
具
備
さ
れ
た
宇
保
十
五
年
中
に
再
興
造
立

れ
る 。

さ
れ
た
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 。

な
お 、
本
像
の
膝一
災
に
は
文
化
六
年
（一
八
O
九）
疋
月
二
日
附 、
行
点
間八
の

版
文
（
包
紙
人）
二
紙
が
貼
っ
て
あ
る 。

て
文
殊
開
山
行
拡
菩
雌
綴

御
智
加
ラ
を
モ
テ
日
本
国－一
な
の
ハ
シ
マ
す

ル
ク
ラ
レ
の
山
家ニ
な
り
マ
す
ル
ヨ

一
光
い
子
加
ウ
所

文
化
己
巳
正
月
二
円

官
其
賢
（
印〉

一
、

三
世
話
仏
様

御
智
加
ら
を
そ
テ
日
本
国
ニ
な
の
ハ
シ

マ
す
る
ク
ラ
い
の
出
家－一
な
り
マ
す
ル
ヨ

一
光
い
子
加
ウ
所

文
化
己
巳
正
月
二
日

引主共
同以
（
印）
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以
後
に
凶
大
寺
彫
刻
訓
代
口
録
を
仰仰
げ
る ．
E」

れ
ら
に
よ

っ
て
も
知
れ
る
よ
う
に 、

現
存
す
る
凶
大
寺
の
彫
刻
の
大
き

な
特
色
と
し
て 、
例
辿
則
の
泣
像
が
Mm
め
て
少
な
い旬」
と
や 、

多
く
が
鎌
倉
小
山内
則
以
降
の
造
立
に
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と

な
ど
が
指
摘
で
き
る 。
こ
れ
は
回
大
寺
の
沿
革
を
考
応
す
れ

ぱ 、
M恨

め
て
当
然
な
こ
と
で
あ
る
が 、
し
か
し
な
お
そ
れ
ら

の
造
像
山人
的
な
性
怖
や
内
川ボ
凶
係
の
究
明
に
つ
い
て
は
今
後

に
ぶ
せ
ら
れ
た
問
題
が
少
く
な
い 。

例
え
ば 、

山
主
立
四
天

王
山出
の
よ
う
に 、

そ
の
邪
山地
の
技
法
的
な
川
刻 、

ま
た
そ
の

トホ
駄
の
造
立
年
代
の
川
辺 、

あ
る
い
は
鎌
行
中
山内
則
の
品川
派

仏
附
の
川
辺 、
さ
ら
に
・包
町
則
の
仏
削
仙
伐
と
市
院
仏
側
の

関
係
な
ど 、
い
ず
れ
も
今
後
の
前
倒
造
倣
史
研
究
に
行
す
ベ

き
も
の
で
あ
る 。

一
、

低
文

凶
天
王
立
像
（
川
正
常）

凶
艇

HN
同
天

ブ
ロ
ン
ズ

仙凶行川
大
尺
八
寸
七
分

川引
長
．大

ブ
ロ
ン
ズ

仙山山川
七
μ八
六
十
凶
分

広

孔大

プ
ロ
ン
ス

仙怖い
U川
七
尺
一
寸一
分

多

聞大

本
駄
木
造 、

邪
山均ブ
ロ
ン
ズ

的
棋
，
J

守、
ミ
LIl

t
’El
J
Sノ
Jj－、

（
間
航
と
も
邪
山花
は
天
V
信
仰
の
も
の
で
あ
る
が 、
片付
M－
m

RK・
広
目
天
の
木
林
は
従
米
の
如
く
架
し
て－H
鋭
回
以
後
の
一向

%
に
な
る
も
の
か
否
か
に
わ
か
に
断
定
し
嫌
い 。
〉

一
、

市一
文

宝
生
如
米
坐
品川
（
液
中小山
郎
四
仏
の
う
ち〉

一
鯨

木
造
漆
箔

向山
市
二
尺
凹
寸
六
分

奈
良
時
代

西
大
寺
彫
刻
訓
在
概
要

一
、

信一
文

阿
弥
陀
知
米
供
像
（
然
一v
m
川
仏
の－コ
ち）
一
鋭

木
造
漆
箔

像・
υ川
二
尺
凶
寸
八
分

公
良
川
代

一
、

弔
え
じu

作
ド〈
h仏

像
（
柴
山ト
船山）

一
似

木
造
乾
仲間

仙怖い日川中ハ
M八
五
分

子
安
川
代

一
、

前
文

ト一
耐
制限
行
汗
隊
J仏

像
〈
附
正
悦
）

一
似

木
造
波
箔

像 －
H川一
丈
九
U八
三
寸
五
分

勝
以
川
代

（
正
応一
元
年
防
火
に
よ
っ
て
京
十一
尚
北
よ
り
移
安
門
せ
る
も

の
（
住
4）

）

一
、

不
動
明
王
坐
像
（
皿R
Y
前川）

一
似

ト士
山

像リ川一
川八
三
寸
四
分

ωγ災
川
代

一
、

天
如山
形
立
像
（
本
坊
宮
山叩）

一
一掛

本
店

仙閉山川
二
い八
六
寸
凶
分

平
安
川
代

一
、

地
政
苔－
M
立
像
〈
本
坊
山ム
山州）

一
似

本
山必

仙阿川川一
口八
一
サ
三
分

以『
安
川
代

一
、

吊
文

愛
染
切
－土
臥T－
像
（
唆
染
品川
トヰ
仰〉

一
似

木
造
彩
色

像・
u川一
尺
凶
分

鎌
余
川．
代

（
品山
内
に
・1
治一
%
低’
qu
ι
の
納
入
文
乃
が
あ
る 。

仏
削
1υ
川

的H
（
川
日）
）

て

れ山ぃJX

釈
迦
如
米
立
倣
（
本
川V
本
州）

一
似

木
造
ぷ
木
般
金

像・リ川
五
尺
｝九
寸
五
分鍬

六
時
代

（ム口
出
に
述
長一
冗
年
造
立
の
偽引け
が
あ
る 。
仏
側
小品川
俊
作）

〈
川
6
）

一
、

大

山…

天

立

像

一
以

木
造
彩
色

保
山
二
M八
七
寸
三
分

鎌
升
時
代

（
品開
内
に
山店
長
七
年
絞
の
大
鍛
石
川也
加担
分一
郎
及
大
山一…
天
平
均

倣一
脳
符
を
納
入
す
る 。
辿
治
二
年
仏
師
出リ
ドw
n】
〈
位
7）

一
、

正
文

興
正
お
陸
相川
崎
坐
像

一
継

木
造
彩
色

州出
向
二
尺
九
．寸
．五
分

鎌
倉
時
代

（
向山
内
に
弘
安
三
年
造
立
の
納
入
文Hげ
が
あ
る 。

作

（

軒目

8）
）

て

吊
文

文
殊
Ha抗日
ぃ附
叫制
御
ぬ
及
山
内川
内
保

丘
恥

本
治
彩
色

鎌
倉
時
代

倣
尚

文
殊
荒
川悦
倣

二
い八
じ

寸
TA
分

御

子
hu川

五
い八一
寸

山ド山M
M
次
子

二
μ八
八
十
六
分

一
二

縦

三
μ八
凶
寸
六
分

阪

収

正

三
い八
九
寸
山
分

以
防
長
人

＝一
尺
五
寸

（
州市
内
に
正
安
川
年
納
入
の
納
入
文Hけ
が
あ
る
（
N
9）

〉

一
、

ん抑
制訪日
尚
坐
像

一
般

木
造
体間
約

像 一日川
八
尺
六
寸
七
分

鎌
倉
川．
代

〈
陥山
内
に
元
ザ一一
年
の
ん川
物
願
文
政
経
古
川
年
の
修
即
刻
九・

納
入
aX
HHH
が
あ
る 。
｛
佐
川）

）

一
、

釈
迦
削
米
中a
倣
（
栄
一ド
飢）

一
似

ぃ小
川U
彩
色

仙掛
川
二
い八
三
寸

鎌
允
時
代

一
、

多
山
下八
立
像
（
本
什L）

一
艇

木
造
彩
色

像山川
三
μ八
三
寸
八
分

鎌
倉
時
代

一
、

ト〈
川
天
午
捌
術
品凶
（
ト人
削…
天
常
本
内）

一
脳

木
造
彩
色

刷出回日川
二
い八
九
，トリ

JN
町
時
代

（
倣
氏
に
永
記一
冗
年
造
立
の
嶋一Hけ
が
あ
る 。
仏
側
明
琳 －
M
仙
鉱

作
（
刊日
日）
）

一
、

地
桜
町北口
献
立
像
（
出店
sV
仙川）

一
組

木
造
ぷ
木

像日川
三
い八
五
分

定
町
時
代

（
山山
内
に
永
正
十一
年
の
納
入
文Hけ
が
あ
る 。
仏
師
山山
山川 －
M的

仙

綜
作
（
松
川M）
）

て

地
政
談日
隊
立
像
（
木
常）

木
造
品川
金
彩
色

品開口川
三
尺一
寸
九
分

F
品
川叩
良
J
J手

，・
1
hv
u」・
ι

3
1

ヴr
IIり
11/i' 一

代躯
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一

、
凶
天
王
立
像
（
愛
染
蛍〉

木
造
ぷ
木

像
河川

持
団
二
尺

一寸一
分

広
口
二
尺

一寸
一分

4ド

四
話再．

m
長
二
尺一
寸

一分

多
聞一
尺
九
寸
七
分

室
町
時
代

一
服

室
町
時
代

一
而

宝
町
内
代

江

ll!r 一

代原

一
、

前一
文

行
什諜u
戯
坐
像
（
店店
宋
館）

一旗

木
造
彩
色

似
内
二
尺
二
寸
一

分

江
戸
時
代

（
台
座
裂
に
草
川凶
十
万
年 一
内
山内
の
川一
九
が
あ
る 。
）

関
子
入

一、
弘
法
大
師
坐
像
（

御Z
M陀〉

木
造
彩
色

ぬい日川
六
寸
九
分

〈
像
ほ
に
平
保
十
九
年
の
川制
HAH

が
あ
る 。
）

一

、
興
正
一皆
様
淑
務
坐
像
（
御
ヰ
μ血〉

木
造
彩
色

像山川
主
寸
七
分

〈
桃
山出
店説
に
天
明
元
年
の
川市・
片山
が
あ
る 。
〉

一

、
興
疋
答
院
叩間
前吋
坐
像
〈
茨
念
館）

一躯

rL ．
J

L印，btv

i
J
H
l

 

江

時 一

代理高

木
造
彩
色

像
尚
二
尺
五
寸
三
分

江
戸
時
代

（
木
像
ぼ
愛
染
泣
安
れ
の
弘
安
三
年
造
立
淑
時
打川
品開
の
伎
作〉

一、
不
動
明
王
立
像
（
山東
山士
船山〉

一駅

木
造
彩
色

似合同
二
尺
五
寸
五
分

江
戸
時
代

公け
出
仮
装
に
己
一内
（
冗
文
九
年）
一二
月
中山
口
妙
光
院
市
川端
の

品
川
が
あ
る 。
）

一
、

成
月
和
尚
像
（
本
企）

一

騎

木
造
彩
色

倣
尚一
尺
九
寸
九
分

江
μ
時
代

（
品開
・げは
に
双山
光
寺
中
山間
戒
刀
大
和
尚
尚
像
の

川主刊
が
あ
る 。
）

一
、

阿
弥
陀
品川
米
坐
像
（
本
企）

一恨

木
造
後
箔

阪市
一一パ
九
寸
六
分

江
戸
川
代

一、
阿
弥
陀
如
来
立
像
（
御
2
M血）

一
躯

木
造
捺
箔

ぬい
H川

一パ
二
寸
二
分

江
戸
時
代

一、
渡
決
別
正
坐
像
（
愛
染
吹）

一鯨

木
造
彩
色

ぬ
尚

一日八
五
分

江
戸
時
代

一、
愛
決
別
主
坐
像
（
愛
決
作。

一

艇

木
造
彩
色

倣
尚一
尺

一寸

江
戸
川川
代

厨
子
入

て
不
動
明
王
立
像
〈
愛
級
品官）

木
造
彩
色

陥聞いけ川
ニ
μ八
万
寸
六
分

一、
不
動
明
王
及
ニ
草
子
立
像
（
本
件以）

木
造
彩
色

木
作
三
μ八
五
分

民
子
入

て
毘
沙
門
天
立
像
（
愛
染
常）

木
造
彩
色

ぬいけ川
二
尺

一寸

鈎
子
入

一
、

明
長一
大
立
像
（
大川…
天
堂〉

木
造
彩
色

品開
尚

一尺
二
寸
二
分

喜重

一

、
慈
真
和
尚
信
笠
像
（
本
山VA）

木
造
彩
色

像
市
二
尺
ニ
寸
二
分

王
（
出店
申hh
航）

木
造
彩
色

総
長
一

尺
四
寸
六
分

一、
天
部
山市
而
部
（
国民
宅
館）

木
造
彩
色

総
長
一

口八
五
寸
凶
分

一
、

如
立
輸
観点H
坐
像
（
本
企）

木
造
彩
色

刷出・
川

一尺
六
寸

〈
倣
底
に
わ問んが
不
退
守
の
川引Hげ
が
あ
る 。
〉

一

、
阿
仰
陀
如
米
坐
像
（
策
定
館〉

一
似

木
造
法
箔

像河川一
尺
三
寸
七
分

江
い
附
代

〈ムu
出
敷
茄
子
市北
に
氏
本一兆
年
の
品
川
が
あ
る 。
〉

踊
子
入

一、
愛
染
明
王
坐
像
〈
本
什L〉

一旗

木
治
彩
色

像・
υ川

一尺
八
分

一札
戸
時
代

（
品開
内
に一
元
保
十
四
年
山氏HH
の
金
剛
峯
惨
附一
切
聡
伽
磁
器肌
後

一
巻
が
あ
る 。
仏
師
法
師
北
川
巡
長
作 。
同
年
愛
染
常
本
将
の

似
刻 。
）

右左

尺jミ
江七七 i[ 
戸寸寸

－

) j 

Jl)j, 三三Jl!j,
ft 分鯨fl:: i取

f[ 

戸JI守一代版

i-f

H午 一

代綴

江
戸時 一

代躯

て
弘
法
大
師
坐
像
〈
本
食）

一

極

木
造
彩
色

ぬい
い川
ニ
尺
三
J

江
μ
川
代

て
弘
法
大
師
坐
像
〈
御
中d
Mm）

一
仮

木
造
彩
色

像山川
一

尺
一寸
二
分

江
戸
時
代

（
長
谷
川

誠）

（

l
〉

一
証

長
谷
川
誠
「
西
大
寺
本
企
似
初枝川
一昨
坐
品開」
（「
大
和

文
化
研
究
第
η
η」）
参
照

小
林
剛
「
西
大
寺
の
大
川市
天
像」
（
「
大
和
文
化
研

究」
m
G
HS、
「
昭
和
初
年
度
凶
大
寺
川
氏」
（「
決

良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
純一
九
六
二」
）
参
照

文
化
財
保
必
委
μ
会「
指
定
文
化
財
綜
合
目
録」
参
照

だ
良
同
立
文
化
財
研
究
所
山人
料
第
二
附
「
丙
大
寺
畑山

時伝
記
集
成」
所
収
「
行
災
年
滞」
巻
下
参
照

小
林
剛
「
西
大
寺
震
染
明
王
坐
品開」（「
同
車」
第∞OO

Hσ
所
収〉
参
照

小
林
剛
「
西
大
寺
釈
迦
如
米
似
の
銘」
（「
大
和
文
化

研
究」
第
8
U
所
収）
参
照

一ぷ
（
2〉
参
照

小
林
剛
「
内
大
寺

叙符
品川
に
つ
い
て」（「
仏
教
芸
術」

m
n
u
所
以〉
参
照

小
林
剛
「
西
大
寺
文
殊
菩
磁
像
ムベ
内
ぷ
筏
物」
及「
興

正
設け
磁
淑
珠
の
文
帥怖
心
仰
と
そ
の
造
像」
（「
大
和
文

化
研
究」
第
4・
山叩
川ヴ
所
収〉
参
照

註
（
1）

参
照

次
泌
詩
（
ロ）
参
附…

長
谷
川
誠
「
西
大
寺
奥
院
地
球
苔
献
立
像」
（「
大
和

文
化
研
究」
第
必
号
所
収〉
参
照

（

2
）

（

3
）

（

4
〉

（

5
）
 

（

6
）

（

7
）

（

8
〉

（

9
）

（
ぬ）

（
孔）

（
ロ）
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iw 

地

美

手応

工

世
玄

鶴

区

の

抑
制
市
教
行
委
μ
会
か
ら
抑
的
地
灰い
の
美
術
TL

ぷ
品
調
査
の
依
願
を
う
け
た
0

4
の
地
．Nれ
の
調
査
は、
三
れ
ま
で
な
さ
れ
た
こ
と
は
あ
る
が、
市
教
有
委
片
会
の

A
副
で
総
介
訓
上引
を
実
施
す
る
の
は
心
初
の
こ
と
で
あ
る。

調
在
の
主
旨
は、
こ
の
地
一以い
に
は
す
で
に
早
く
か
ら
指
定
を
う
け
て
い
る
国
宝、

J必

要
文
化
財、
R
安
美
術
品
は
か
な
り
あ
る
が、
こ
の
さ
い、
こ
れ
ら
の
物
件
を

倣
認
し、
そ
れ
ら
以
外
の
彫
刻、
絵
師、
仁川副
作
品
の、
い
わ
ゆ
る
芸
術
｜
ぷ
川

の
訓
伐
を
し
て、
そ
れ
ら
を
舛
的
地
区
の
文
化
史
的
必
総
帥
切
に
役
立
つ
資
料
に

し、
こ
の
地
．Nn
に
泣
存
す
る
文
化
財
を
保
ト仔
保
護
す
る
行
政
的
な
刑
か
ら、
そ
れ

ら
の
作
品
リ
ス
ト
を
作
成
し
た
い
と
の
依
願
で
あ
っ
た。

市
教
育
委
μ
会
の
要
望
に
答
え
る
こ
と
が
山
米
る
か、
T行

か、
は
別
と
し
て、

私
述
の
立
筋
は
か
L
る
袈
製
に
添
う
べ
く
努
力
す
る
こ
と
で
あ
る。
そ
の
な
味
で

払
は
こ
の
依
願
に
応
じ
美
術
工
主
研
究
主
全日以
が
訓
抗
し
た。
阿
川
は
二
日
間、

七
月
は
六
日
間、

十一
月
は
五
日
間
の
別
問
で
郎
合
三
凶
に
わ
た
り
調
査
し
た

が、
七
月
調
在
に
は
京
都
国
立
博
物
・飢
の
毛
利
久
技
行
の
応
援
を
仰
い
だ。

今
位
の
調
査
対
仏本
場
所
は
寺
院
の
み
に
限
定
さ
れ
た
が、
そ
の
訓
抗
刻
象
の
寺

院
は、
円
隆
寺、
多
門
院、
金
剛
院、
松
毘
寺、
経
林
寺、
大
聖
守、

京
本
願
寺

長
以
守、
む
勝
寺、
多
綱
寺、
出
門
寺、
地
中一
守、
長
江
寺、
大
泉
北吋、
J
H川
而
守

主
が
よ寸、
本
行
hJ、
般
若
寺、
れ
厳
守、
法
心
守、
仏
心
守、
大
山
寺、
小仰
陥
寺

特舛
的
地
区
の
芸
術
工
芸
調
査

調

査

研

究

三己

美

術

工

;:z:,; 

海
臨
寺、
ドHhんポ
寺、
妙
法iJ、
苦
悩
寺、
医
王
寺、
加
山
寺、
仁
ガ
ム寸、
永
福
寺

の
三
イ一
ケオ
J

及
び
内
大
山
千
蔵
村
の
村
共
有
の
お
立
な
ど
数
ケ
所
に
わ
た
り、

訓

代総物
件
は
三
尚一－
十一
一件
余
の
多
き
を
数
え
た。

日
、
4

．

ベ
ロrsj、
J

H
川
：
トL

一

1
J
恥
ふ
品
川
t
川
U
う
川

必f

工
去
作
品
が
絵
阿、
彫
刻
の
作
品
に
比
し
て
き
わ
め
て
少
数
で
あ
る
こ
と
が
机

立
を
引
く。
件
数
に
し
て一一一
O
件
に
も
み
た
な
い
市・
尖
は
全
く
立
外
で
あ
っ
た。

工
去
作
品
は一
般
的
に
い
っ
て
佐
川
に
よ
る
破
川、
さ
ら
に、
誰
れ
も
が
仙川
市
に

付
ち
出
ベ
る
料
似
さ
も
子
伝
っ
て
川凶
作
と
レ
う
山…
か
ら
み
る
と
な
か
な
か
附
嫌
で

あ
る。
何
ら
か
の
必
い
保
山行
処
位
が
講
ぜ
ら
れ
な
い
限
り
は
守
院
で
あ
れ、
例
人

で
あ
れ、
長
く
伝
え
る
こ
と
は
笠
燥
で
あ
ろ
う。
抑
制
地
区
も
例
外
で
は
な
く、

ど
の
咋
院
も
仏
加、
仏日目
の
却
は
殆
ん
ど
新
し
い
作
品
が
お
か
れ
て
い
た。

こ
の
地
K
に
出
い
凶
係
を
も
っ
当
時
の
一
流
文
化
人
だ
っ
た
刺
川
幽
・封、
三・
対

父
子
の
凶
係
逃
U川
が
か
な
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
が、
こ
れ
ら
も
寺

院
か
ら
す
で
に
縦
れ
た
瓜
状
で
あ
る。

今
回
の
調
査
で
知
ら
れ
た
こ
と
は、
作
品
に
地
方
的
作
風
の
見
ら
れ
な
い
こ
と

で、
地
方
に
は
地
方
特
有
の
作
風
が
よ
く
み
う
け
ら
れ
る
が、
こ
もふ
で
は
そ
れ
が

み
ら
れ
な
い。
こ
の
こ
と
は
絵
画、
彫
刻
作
品
に
も
共
通
し
た
も
の
で
こ
れ
は、

15 



奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報

か
つ
て
の
舞
鶴
地
区
の
文
化
の
あ

り
か
た

を
明
示
す
る
も
の
と
も
い

え
よ
う 。

松尼寺

作
風
は
と
も
か
く
と
し

て 、
寺
院
に
本
納
さ
れ
た
作
品
が

始
ん
ど
の
寺
院
に
伝
え
ら
れ
て
い

る
が 、
こ
れ
ら
の
作
品
か
ら
寺
院

を
と
り
ま
く
信
仰
の
実
態
な
と
が

知
ら
れ 、
さ
ら
に 、
製
作
年
代 、

作
家
名
ま
で
判
明
す
る
の
は
郷
土

史
的
側
仙
の
向
い
資
料
と
い
わ
ね

ば
な
る
ま
い 。
そ
の
こ 、

三
を
紹

介
す
れ
ば 、

ま
た 、

犬｜｜台第11:;(J

口加l
:-" (!i:.
f守 ｜尚
三回

出t
1111 �』

で芸
池；t

®i 
詞を
銘？
を遜
壬を
もみ

る
と

持
小
錨一
口
口
限
必
山

銅
製
で
口
径
回－mnョ 、
総

の
山火
店
七
之
何日（
陥

�：：；.元 丹
光禄 後
｜｜｜十／JII
般五｛左
若午壬 rn�
怖政 花
守三 布

月路
古住辰

田
村
杢
左
衛
門
勝
慌
喜
姶
之

住
持
川
昭
山
池
之

と
あ
り 、

元
禄
十

五
年
に
誰
れ
が
ど
ん
な
鹿
山
で
こ
の
お
守
に
鎧

を
納
め
た
か
が

川壮
舷
守
の
制
製
の
主
仮

を
み
る
と、

そ
の
盆
内
の
佐
職
も
知
ら
れ
る一
つ
の
記
録
で
あ
ろ
う 。

盟
主・
0
2
防
島・。口ヨ
の
作
品
で
表
面
に
刻

知
ら
れ 、

銘
が
あ
る。

上
楽
飼
村
庄
屋

イヨ

宝
賠
六

一利
之
十
月
廿
六
日

来
飼
上
村
立
覚
山

れ
厳
抑
止可
什
物

現
住
令
者
代

丹
波
福
州首
山
住

比
立
大
和

厳
原
虫
次
作
之

と
あ
っ
て 、
作
者
が
知
ら
れ
る
も
の
の
一
つ 。

仁
舟
寺
の
綾
子

を
み
る
と、
銅
製
で
径ム0・印
叩
日
さωω－m
叩
の
作
品
で
側
聞
に

刻
銘
が
み
ら
れ
る。

パ
後
図
加
佐
川州
田
辺
郷
水
仙
山
仁

μ立守
常
住
川
牧
代

官
保

五
年

時
十
月
廿
四
円
古
拙融
政
込町
之

な
伝
子
F

／
J
1

3つ寸
Vi

ま
た 、
永
侃
オザ
の
銅
製
で
筏ω吋・onEぃリ川
さ
包・0
叩
の
鈍
に
み
ら
れ
る
銘
は 、

丹
波
因
果
田
郎
也
山
帰
命
山
専
念
寺
江

山本
寄
進
半
鈍
右
志
之
立
町地
者

為

時半
氏
前
伊
州
大
守
源
忠
山
公
御山出回
促

為
同地H
光
院
殿

前
伊
川
起
作
児
科
存
光
居
土
御
菩
捉
為
申一〈
翁
宗
尚
信
士
一th

tk
 
H4U
 

為
浄
毘
妙
山
信
女
菩
提

施
主

奥
山
検
校
心
海
僧
正

敬
’ヨ

法
名

心
鋭
院
宗
谷
心
眼
宗
春
居
士

zH
H子

五
Jr

h誠
九
月
期
H

南
無
阿
弥
陀
仏

忍
待
了
天
代

治
工
裕
陽
釜
山也
住

匝
E
4
古
川M－－－

生みι
l=I 

新
官
治
郎
寄
附

近
雌
丹
波
ほ
佐
久
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こ
れ
ら
の
作
品
は
い
づ
れ
も
普
通
作
品
で 、

Mm
に
妓
術
的
に
阪
れ
た
作
品
と
は

い
え
な
い
か 、

作
品
に
刻
ま
れ
た
銘
文
に
よ
り
製
作
年
代 、

作
者 、

製
作
山
来
な

ど
が
明
確
に
知
ら
れ
る
点
は
貨
車
な
資
料
と
云
は
ね
ば
な
ら
な
い

。

年
代
が
新
し

く
と
も
そ
の
川
代
に
お
け
る
そ
の
土
地 、

そ
の
寺
院
の
あ
り
か
た
を
知
る
こ
と
が

出
来
る
記
録
で
も
あ
る 。

こ
の
地
区
に
は 、

殆
ん
ど
江
戸
別
の
も
の
で
あ
る
が
こ

の
よ
う
な
作
品
が
ど
こ
の
寺
院
に
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
一

つ
の
特
色
と
も

み
ら
れ
よ
う 。

数
少
な
い
が 、

年
代
も
よ
く
作
風
も
い
い
作
品
を
求
め
る
と 、

孔
径
文
川内山
（
口
絵）

多
目欄
i寸
政

銅
製

肘
帆戸
∞・
∞口
昌

明断
張
M
0・
ωロ
ヨ

鎌
企
時
代

出
は
小
国
で
は
古
く
か
ら
祭
犯
の
際
に
来
総
と
し
て
川
い
ら
れ
た
も
の
で 、

石

川公
の
も
の
が
は
じ
め
と
さ
れ 、

川以
も
秀
れ
た
も
の
は
玉
一日
の
も
の
と
さ
れ

て

い

た 。

周
末
戦
国
時
代
頃
か
ら
鈎
釧
製
の
も
の
が
作
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
が 、

わ

が
国
で
は
奈
良
時
代
に
は
法
具
と
し
て
す
で
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。

平
安
朝
に
入

っ
て
か
ら
今
み
ら
れ
る
燥
な
形
式
に
な
り 、

法
会
の
際
の
必
劉
迫
口六
と
な
っ
た 。

こ
の
殺
は
作
風
も
す
ぐ
れ
た
いハ
耐
だ
け
に
孔
雀
文
燥
を
鈎
出
し
て
い
る 。

同州
山町
は

亜
弁
の
注
撃
で
孔
雀
を
向
い
合
わ
せ
て
い
る
も
の
で
鎌
倉
則
に
よ
く
み
ら
れ
るs
X

係
陥
成
で
あ
る 。

し
か
し 、

胎
も
わ
り
に
薄
手
で 、

股
入
り
も
浅
く
注
撃
の
中一
初

の
形
式
も
ま
だ
藤
原
的
な
盗
を
か
な
り
践
し
て
い
る
作
品
で 、

鎌
倉
則
も
初
則
の

作
品
と
み
ら
れ
る 。

山
一川
支」
∞
Mn
ヨ

天
白
台
（
館
1

図）
一

法

松
尾
寺
政

木
製
朱
漆
箔
押

高
さ
5・
0
2

口
径
∞
印
叩

低
径
寸・
ωロ
ヨ

室
町
時
代

天
目
茶
碗
を
の
せ
て
い
る
台
で
あ
る
が 、

も
と
も
と
仏
前
に
献
茶
の
時 、

茶
碗

舛
的
地
区
の
美
術
工
芸
調
査

を
じ
か
に
ほ
か
ず
こ
の
台
が
使
用
さ
れ 、

そ
れ
が
抗
人
へ
の
旦
茶
に
も
使
用
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
云
わ
れ
て
い
る 。

天
口
合
は 、

ほ
う

づ
き 、

羽
恨 、
一
仙
台
の

三
部
分
か
ら
椛
成
さ
れ 、

そ
の
表
而
の
装
飾
刀
法
に
は
朱
漆 、

山一…
漆
の
ほ
か
に 、

彫
漆 、

山
内ハ 、

山
総 、

木
地
の
ま
与
な
ど
の
種
々
の
刀
法
が
用
い
ら
れ
て
い
た 。

こ
の一
大
目
台
は
朱
盗
り
で 、

ほ
お
づ
き 、

輸
化
形
の
羽
服 、
一日
川
台
の
部
分
全
而
に

金
箔
が
押
さ
れ
た
も
の
で
あ
る 。

昔
一必
削似
米
塗
と
俗
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が 、

こ
の
台
は
成
形
も
美
し
く
強
い 、

円川
口
川
が
た
だ
よ
う
悩
れ
た
作
品
と
い
え
よ
う 。

た
だ
一

ぶ
し
か
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
の
が
妓
念
で
あ
る
が 、

細
川
向
斉
と
深
い
閃

係
を
も
っ
こ
の
守
院
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
欣
な
し
と
し
な
い

。

（
守

山

公

卜←八）

そ
れ
ら
の
大
下

訓
査
し
た
絵
画
作
品
の
数
は
d
五
十
一

余
件
に
及
ん
だ

。

一
一 、

絵
画
作
品
の
調
究

ま
工一」
しらず
下K
o

l
l－
－
H

1
4

作
品
で
あ
っ
た

ば
円
、

L
仁

川J
h「’』

J
Y
一

－

戸

FJ
i
t’

小人
判
的
制
仙
を

も
つ

什山
口
す
ベ

き
絵
画
作
品
を

，、
「ノ
H
lL
川
リ

luw
〈

J

J’h
Fy
ll

し
た
こ
と
は
芯

義
あ
る
調
査
で

中
の
っ
た 、

t－E
1

 

1：
l

ソ

E
I

l
l
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全
体
を
辿
じ
て
創刊
ら
れ
た
成
栄
は
次
の
三
点
に
し
ぼ
ら
れ
よ
う 。

第
一

は 、

特
定
の
地
区
と
い
う
限
定
な
し
に
資
料
的
側
伯
尚
く 、

重
要
な
立
山お

を
も
っ
作
品
を
い
く
つ
か
指
摘
で
き
る
こ
と 。

第
二
は 、

特
定
人
物
の
伝
来
を
も

っ
た
泣円川
が 、

い
く
つ
か
諸
守
に
伝
え
ら
れ
て
い
て 、

そ
れ
ら
の
作
品
よ
り
室
町

時
代
に
生
き
た
一

人
の
人
間
的
動
及
び
そ
の
背
此
を
抗
測
で
き
る
こ
と 。

例
え
ば

村
海
m
正
笠
不
動
明
王
像 。

第
三
は 、

作
品
の
紙
背
な
ど
に
そ
の
作
品
の
成
立
が

的
あ
る
い
は 、

伝
米
が
記
録
さ
れ
て
い
て 、

舞
鶴
地
区
の
庇
史
を
理
解
し
よ
う
と

す
る
時
に
参
考
に
な
る
「
仏
浬
然
凶
」

が
訪
寺
に
政
さ
れ
て
い
た
こ
と 。

こ
の
三

点
は 、

こ
の
地
区
に
伐
る
絵
同
作
品
に
み
ら
れ
る
大
き
い
村
色
で
あ
り 、

殊
に
第

三
に
お
い
て
は
郷
土
史
的
側
他
の
向
い
も
の
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い

。

ま
ず 、

第
一

の
部
却
に
同
す
る
作
品
は 、

怯
尾
寺
放
の
「
法
務
経
蛇
茶
山総
図
」

「
求
問
持
彪
空
政
菩
磁
像
」

「
不
動
明
王
像
」

「
愛
染
明
王
像」

「
伝
白
馬
寺
古

，� 

「
怯
尾
守
伽
際
凶
」

五
門
寺
裁
の
「
開
山
国
師
像
」

が
挙
げ
ら
れ
る 。

法
務十
経
蛇
茶
山総
凶

相
本
石
色

一

一附
（
第
2
図）

吋
∞－
O

X

∞
∞
ω

怯
尾
守
政

鎌
合
時
代

本
凶
の
卸
一

市いい
に
は 、

釈
迦
仏 、

多
宝
仏
の
二
仏
が
併
坐
し
て
い
る
多
宝
壊 、

そ
の
刑
問
の
八
述
弁
の
上
に
は
文
殊

薬
王

妙
昔、

常
精
進 、

無
尽
怠
聖
観

北日 、
tH
N 、

ル内
初
の
八
大
古
峰 、

そ
の
問
問
に
は
須
苔
抗 、

舎
利
州 、

目
述 、

迦

柴
の
問
怖
が
配
位
さ
れ
て
い
る 。

第 －
一
屯
に
は 、

御
大
勢
華
院
な
と
の
十
六
作
が

第
三
市
に
は
不
動
明
王
な
と
の
ト

六
持
が
位
位
す
る
通
形
の
法
華
経
長
茶
縦
凶
で

しめ
る
c

巻
印川
め
に
品
川日日
「
法
華
円山A
茶
縦
宅
降
下

松
尾
土寸
劇
住
本
端
修
口
口
」

全
耐
に
補
彩
や
HH
H

き
お
こ
し
が
み
ら
れ
る
が 、

部
一

市川
の
笠
間
と
か
八
袋
注
弁

上
の
各
W
の
光
背 、

多
宝
wm
の
眠 、

法
弁
に
は
当
初
の
彩
色
が
陀
か
な
が
ら
残
っ

て
い
る 。

空
間
は
緑セ
け
を
下
地
と
し
て
そ
れ
に
柿
子
文
を
切
金
で
表
現
す
る 。

八

大
苔
時
台
肢
の
注
弁
は
附叶ド
け
と
淡
緑
青
で 、

大
き
な
八
諜
は
胡
粉
を
地
に
し
て
い

る
が 、

八
大
菩
磁
の
月
輪
と
は
税
淡
で
区
別
し
て
い
る 。

吏
に 、

八
大
芸
能
の
光

州
は
紅
を
ゆ
る
や
か
に
批
す
や
り
点
で
心
も
よ
く
当
初
の
姿
を
と
ど
め
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う 。

八
柴
注
弁
上
の
薬
王 、

常
初
進 、

皇
制
昔 、

弥
肋
の
四
坊
の
衣

に
朱
が
成
る
が 、

こ
れ
は
当
初
の
も
の
で
あ
る 。

肉
線
は
紅
で
州
き
そ
の
よ
に
お．

の
鉄
線
航
で
仕
上
げ 、

阪
・部
は
う
す
く

紅
を
備
す 。

全
而
的
な
補
彩
あ
る
い
は 、

多
宝
応
の
屋
般
に
画
制
の
欠
失
も
み
ら
れ
回
趣
を
似
ね
て
は
い
る
が 、

木
絡
的
な

仏
闘
で 、

今
回
の
調
行
の
う
ち
紋
も
絡
調
山川
い
魁u
川
と
い
え
よ
う 。

鎌
公
も
初
期

に
属
す
べ

き
作
品
で
あ
る 。

第
二
の
部
類
に
屈
す
る
も
の
と
し
て
は 、

円
降－
t寸
蔵
の
「
不
動
明
王
二
重
子
像
」

18 



松
尼
寺
此
の

「
冗
大
切
王

「、
水
凶
作
胤
空
伐山由
M

院
像」
一
不
動
明
王
二
世
f

倣」

凶」
多
掛川
守
政
の

必
厄
干
の
一
ボ
凶
作
雌
小山L
欣
呂
町隙

「 ．小
動
明
五
像」
が
め
る 。

像」
と
「
五
大
切
王
幽」
以
外
は 、
い
わ
ゆ
る
白
川
副
で
あ
る
が 、
位
取
な
る
修

m
に
際
し
て
も
当
初
の
記
録
を
失
わ
ず
に
UH
H

き
叩
め
て
レ
る
こ
と
は
「
利
海」
に

何
か
の
立
味
の
あ
る
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
で
あ
ろ
う 。

「
パ
後
曲川
謝
海
凶
誌」
（
川
後
史
料
渋
川
知
三
糾）
に
「
村
山伽」
に
つ
い
て
は 、

「
大
型
院
切
応
の
刷 、
日
t－ゆ
b
d
jρ

ゆtr ・－リ’
d
h
i－－l
h

。

il
リ
向
刊
J川
店
品州w
dr ．－
h
山
引
引
い

」？

一
宮
の
供
的
也。
H
14
門
研

1
M ，
二

K
Ff
リdu
－
－p
’v

妙
な
り」
と
述
べ
て
い
る
の
は
罰
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い 。

（
川
後
史
料
法
A
m一
叫）

ま
た 、
「
灯
後
胤

L4
1
し
－

－一－・＝
HH

elh

「
いい火山 ・
J

ニ

q」
に
「
大
型
院
総

に
よ
れ
ば 、

大
m
m

与一－一
U

大
阿
川
梨
村
海」
と
HHい

万
さ
れ
て
お
り 、
こ
れ
か
ら
み
て 、
「
科
海
L

こ
の
作
ω
と 、
AJ

と
い
う
附
侶
が
卜
ぃ九
叶い
紀
後
平
に
川
脱
し
た
と
出
倣
さ
れ
る 。

川
の
判州
代
で
m
u
し
た
判
海
と
は
川一
人
物
と
み
て
川
進
い
は
あ
る
ま
い 。

円
隆
年
の

小
川リ
の
不
動
明
王
の
胸
部
に 、
「
ア

「 －小
動
明
主
こ
れ
f

倣」
は 、

ビ
ラ
ウ
ン
ケ
ン」
の
五

山Jゼ
党
下
で
H川

き 、

IZI 

多
綱
守
の
そ
れ
に
あ
っ
て
は 、

の
右
々
に 、
「
パ
ン
ウ
ン
タ
ラ
l
ク
キ
リ
l
p

一
の
丘九十
を
党
下
で
ぷ
し
て
い
る 。

さ
ら
に 、
前
者
と
川
系
の
も
の
と
し
て
は’

「
弘
治
弐
年
五
バ
ト山
口

そ
れ
に
は

一
叫
大
型
院
大
m
m
法
印
沼
海
川
之」
と 、
そ
の
製
作

怯
児
与
の
も
の
が
あ
り 、

に
つ
レ
て
の
諸
私
的
を
切
ら
か
に
し
て
い
る 。

凶」
と
抗
定
し
て
出
り
な
く 、

恐
ら
く 、

そ
れ
ら
は
川
系
統
の
「
不
動
明
王

す、，ι 

，心

小
附い
巾」
同一
の
－M
「
路
神
社」

に
展
山
し
た
修
験
の
信
仰
泣い川
で
は
あ
る
主
い
か 。

不
動
明
王
二
宜
子
山隊
一
一川
（
出
3
凶）

リタ中：寸
次

l
u
－

－h
 

紙
木

IWI 

叶
0・
G
n
ヨ
x
ω
】

由
ロ
ヨ

ぃ、
V

－J
－Ja

れL

，
二

U引

21

fl

知廿
海
鐙
の
「
不
動
明
王
像」
は
多
梢
今
に
も
松
尾
守
に
も
あ
る
が 、
こ
の
不
動

鋭
的
地
区
の
美
術
工
芸
訓
公

山川
ギ ．．
 山川
f

像
に
お
い
て
は 、

山f）
を
－4
し 、
凶
小
ホ
ト刈
に
一
知日
山仰
化

川と
と
も
HHリ 。

弔
裂
な
作
品
で
あ
ろ
う 。

「b少し
〆
4J

υ
i一

仕
前
寸
「
仁
コ
r
f
bし ．I ．叶汁
こ

かハ11υJI
一I
U
的叩
巧ノ
ゲ・3
44
1

不
動
明
王
の
胸
部
に
「
ア
ビ
ラ
ウ
ソ
ケ
ソ」

多
側

h
J

木
作
凶
一
一帆
（
部
川
凶）

多
側
守
政

部 i

本
r,
: 

右

.r.� 
ii\ 1’七
{- IIIJ 

をIJ;j,
か（＼；：
ゐ、

IJ 
快i
を

けt.:.. 
1'-°J 
衣
�
0) 

吋
M
．
印

x
h一
日

目

本
凶
は
小
作
に
い余
川
如
米 、

人
物
似
を、

んJ卜
に
は
弘
法
大
川
のし仏
像
を
拙
く一
日制
の
楽
削
三
作
凶
で
あ
る 。

築
制
如
米
と
弘
法
人
削
の
組
介
せ
も
知
例
少
な
い
も
の
で
あ
ら
う
が 、
刈リ
名
を

ぺん
か
に
し
え
ん仙
い
神
似
の
内
ι
す
る
の
も
ま
こ
と
に
本
凶
独
自
の
も
の
と
忠
わ
れ

る 。
弘
法
大
削
と
衛
政
な
山
神
倣
と
い
え
ば 、
－
H川
刑判
明
神
を
す
ぐ
担
起
で
き
る
だ

本
凶
の
そ
れ
を
山
川判
明
神
と
担
忘
す
る
の
は
い汁
舵
え
て
お
き
た
レ c

小
咋
の
楽
帥
如
米
は 、
トホi t
ト小
川V
と
阪
め
て
似
て
い
る 。

ろ
う
が 、

恐
ら
く
そ
れ
を
供
与

し
た
も
の
と
号
え
ら
れ
よ
う 。
従
っ
て
こ
の
凶
は 、
なタ
制
干
の
一
作仰
の
豆
油
田
と�禰.＇（＇.，t＜叩刈:,;1 ti lx'I 
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理
解
す
べ
き
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か 。

第
三
の
部
瓶
に
附
す
る
も
の
に
は
「
担
換
図」

が
み
ら
れ
る
が 、

こ
の
図
は
宗

派
に
か
L
わ
ら
ず
広
く
行
き
わ
た
っ
て
い
る
仏
画
で
あ
る 。

こ
の
地
区
の
訓
読
に

お
い
て
も 、

地
中山
寺 、

山
福
寺 、

｛玉
一好
守 、

円
隆
寺 、

長
江
寺 、

大
成
寺 、

本
行

寺 、

伝
尼
寺 、

持
林
寺
等
の
消
寺
に
伝
え
ら
れ
て 、

い
づ
れ
も
そ
れ
ら
の
紙
北口
に

は
製
作
の
立
図 、

寄
進
者
名 、

製
作
年
代
な
ど
が
入
念
に
m噌
汗
さ
れ
て
い
る
場
合

が
多
い

。

し
た
が
っ
て 、

そ
れ
ぞ
れ
の
「
犯
然
凶」

に
ま
つ
わ
る
い
ろ
い
ろ
な
悦・

怖
が
よ
く
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る 。

そ
れ
ら
の
多
く
は 、

寺
院
に
関
係
深
い
土

地
の
議
の
人
述
が
佐
川
を
山川
せ
集
め 、
」

川
町m
あ
た
り
の
仏
絵
師
に
注
文
す
る
と
い

う 、

い
か
に
も
江
戸
時
代
的
な
仕
組
み
で
製
作
さ
れ
て
い
る 。

そ
し
て 、

そ
れ
は

舞
鶴
を
地
盤
と
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
院
の
信
仰
的
な
こ
と 、

あ
る
い
は
経
済
的
な

こ
と
を
伝
え
て
い
る
の
で 、

「

担
駒沢
図」

を
主
体
と
し
た
信
仰
の
伝
掃
を
身
拐
す

る
う
え
に
貴
重
な
も
の
と
な
ろ
う 。

舞
鶴
の
歴
史
の
一

端
を
解
明
す
る
た
め
に
は

取
上
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
系
却
で
あ
る 。

い
ま
そ
の
一

例
を
控
林
寺
の
「

迎
然
図」

を
み
る
と 、

こ
の
作
品
は
組
本
若
色

で
勾叩・
吋
×
N

ミ・
切
の
大
き
い
も
の
で 、

こ
の
地
区
は
伝
え
ら
れ
て
い
る
「
但
然
図」

の
う
ち
で
作
風
も
よ
く
室
町
時
代
の
も
の
で
あ
る 。

紙
背
の
品
川
を
み
る
と 、

寄
進
者
名
略

右
汁
後
問
分
寺
迎
接
倣
興
行
問
山
右
京
列
店
ぃHU

絵
師

滅
州

窪
田
又
次
郎

統
泰

表
具
師

式
郎
郷
問
芳

移
行

時
呈

従
大
永
三
年

特
姶
月
九
日

丹
後
符
中
国
分
寺
雌
為
寺
物
子
細
有テ
米
津
万
福
寺
之
守
物
朋
之
管
永
田隊
九
年

歳
浬
般市
像
絹
五
幅
常
光
院
車
阿
致
勧
進
一

一拍
雌
仕
立
候
此
絵
像
如
形
成
絵 ヲ
而

候
間
永
被
九

J
拍
脚
仕 リ
此
絵ふ
仕
仲代
倣
条
前
之
出
制m y毛
記
之
恥
道
俗
訂
版
引
女

一

紙
半
銭
之
且
那
等

同僚
女�！＇

4
m
比
縛
門

妙
才
禅
尼

－、、－，A
－au－
v
h、－p
h
川A1

J
ペ
アhJ
J
j
ru
J
引
阿

川1
4

芳
紹
央
信
士

花
見
翁
北
島廿
制作
門

天
汗
妙
性
大
姉

「
俊
安
二
年
八
月」

に
は
「
絵
師
木
村
山川
順
公」

に
よ
っ
て
修
世
さ

れ 、

「
児
保
四
年」

に
は
「
表
具
師
川
辺
住

小
問
絵
右
術
門
川削」

に
よ
り
「
文
化
Ll

年」

に
は
「
田
辺
住

住
表
具
師
吉
兵
衛」

に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
修
理
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る 。

ま
た 、

そ
れ
に
際
し
て
多
数
の
土
地
の
人
述
の
寄
進

の
あ
っ
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
て 、

こ
の
作
品
を
通
じ
て
寺
院
と
そ
れ
を
支
え
る

人
々
の
つ
な
が
り
が
よ
く
知
ら
れ
る
抗
R
な
郷
土
史
的
側
航
日
い
作
品
と
い
え
よ

う 。

〈
抗

野

判

耐）

こ
の
他 、
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後

御

所
--1=1--

ノ代

座

敷

西

w
主

l巳

数
年
前
唐
招
提
寺
森
本
管
長
が
入
手
さ
れ
た
其
敬
法
親
王
（
南
部
興
福
寺一
釆
院

川
跡

事
丞二
年
三
塁
七
月
七
日
逝
去）
自
筆
の
後
四
院
御
茶
協
之
一誌
に
は 、

延
宝

六
年
E
S

か
ら
山
手
二
年
2
5
ま
で
の
川 、

後
四
上
皇
（
新
院）
御
所
中
で
行

わ
れ
た
茶
会
の
有
線
が
記
さ
れ 、

そ
の
中
に
は
凶
秘
到
の
茶
出
般
の
図
が
川
き
込

ま
れ
て
い
る 。
（

ml
凶
A、
B、
c 、
D）

一
点
松
近
限
切
文
山
で
閲
覧
し
た
「
後
四
院
内保
御
出
御
川
院
御
聞
及
御
茶
屋
之

凶」
は 、

出
題
の一一小
す
辿
物
の
間
取
凶
で
あ
っ
て 、

そ
の
小
に
も
三
箇
所
に
茶
仲

蚊
ら
し
い
も
の
を
比
山
す
こ
と
が
で
き
る 。
（

第
2
凶
A、
B、
D）

そ
こ
で
茶
会
記
に
山
て
米
る
凶
つ
の
茶
州
政
を
他
校
年
代
削
に
仮
に
A 、
B 、

C 、
D
と
名
づ
け 、
こ
れ
を
防
別
文
防
政
指
凶
と
照
応
し
て
見
ょ
う 。

A
は
延
宝
六
年
十
二
月
九
H
に 、

近
衛
法
眼
公
と
れ戸
敬
法
親
王
を
答
と
し
て
茶

会
を
聞
い
た
小
座
敷
会一
山
台
日〉
で
あ
る 。
そ
の
位
位
を
防
別
文
山
政
指
図
中
か

ら
燥
す
と 、‘
北
に
延
び
た
廊
下
の
東
側
に
あ
た
る
も
の
で 、

室
の
一山
側
の
ほ
ぼ
中

央
に
川
口
山
尺
ほ
ど
の
床
を
桃
え 、

小
火
の
や
L
北
得
り
に
炉 、

床
の
北
に
茶
道

口 、

京
北
問
を
欠
い
て 、

台
目
引
と
し 、

そ
の
京
北
角
に
棚
を
伴
っ
て
お
り 、

そ

の
北
と
京
に
は
窓
が
あ
る 。

茶
会
記
の
図
で
は
南
側
に
引
戸
ら
し
い
符
号
と
玄
関

と
い
う
文
字
が
記
入
さ
れ
て
い
る
の
は 、

誕
地
に
前
而
し
た
糊
口
の
形
式
で
は
な

く 、

外
側
に
潜
戸
を
も
っ
土
間
胞
に
面
し
た
一
木
引
の
板
戸
又
は
別
附
子
を
伴
つ

後
四
段
御
所
茶
座
数
の
指
図

同
年
七
月
二
日

に
は
再
び
こ
の
小
・也
蚊

が
使
わ
れ 、

同
年
十一

月
十
凶
日
の
場
合
は
こ
の
小
出
放
を
凶
口
半
と
註
記
し
て
い
る 。
北
側
京
谷
り
に

床
が
あ
り 、

そ
の
手
前
に
茶
道
口 、

台
白
川以
に
寄
っ
て
炉
が
あ
る 。

陀
蚊
の
平
而

の

指

図

た
外
部
へ
の
山
入
口
の

し、 ＋？。 在

も
の
ら
し

B
は
延
宝
七
年
正
月

』u

五
日
で 、

そ
の
時
の

川引
等
は
百
注
院
門
跡
時

波
法
制脱
王
と
点
敬
法
親

王
と
で
あ
り 、

そ
こ
は

凶
南
端
の
既
に
か
こ
ま

れ
た
中
・妊
に
一開
削
し
た

も
の
で 、

そ
の
塀
の
外

側
に
待
合
服
掛
（
E
〉

が
附
置
さ
れ
た
も
の
で

あり
る 。

建

・泊三
,cヨ

研

究

室

物

rt／投r1s梨王＇P.: 後l国院i�ll::!i＼｝弘之，：じ Ji日府政指IX! c ’デ〉
A . B . C . D. CJ.'l'JIH花、＇i＇森本m七五幻
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奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報

西
南
叫
で
は
問
向
に
制
上
り 、

は
西
北
附
を
除
き
そ
の
陥
を
欠
き
込
ん
で
い
て 、

京
市
陥
の
入
り
込
ん
だ
所
は
窓
で 、

棚
が
ぷ
け
ら
れ
て
い
る 。

C
は
延
主
じ

年
五
パ
ルH
八
日
の
も
の
で 、

そ
の
日
は
前
前
川
同
係
近
術
必
燃
公

後1IG院段御！伝御，I；院御P!Uえ御ぷhi之l刈

〈間切j文l•li政〉

初2 [:;(J 

と
見
倣
法
親
王
と
が
何
公
し
た 。

平
三
引
の
小
火
よ
り
少
し
左
方
に
寄
っ
て
炉
が

UHH

か
れ
て
い
る
が 、

ほ
は
な
か
っ
た
ら
し
く 、

出関
物
を
唱
に
掛
け
る
と
記
さ
れ
て

い
る 。

防
明
文
州
政
指
凶
と
問
介
し
て
も 、
一

致
す
る
も
の
が
凡
当
ら
な
い
こ
と 、

特
に
炉
の
右
側
に
「
御
茶
屋」

と
H刈
込
ん
で
い
る
こ
と
か
ら 、

そ
れ
は
庭
闘
小
に

別
棟
と
し
て
建
て
ら
れ
た
脱
出削
ぷ
良
風
の
も
の
で
あ
る
ら
し
く
思
わ
れ
る 。

D
は
延
宝
八
年
正
川
U
H
の
茶
会
記
に
で
て
米
る 。

B
の
北
側
別
棟
の
中
に
あ

り 、

市
側
の
く
ぐ
り
か
ら
入
る
と
土
問
州
に
な
っ
て
お
り 、

そ
の
出
の
小
に
馴棚
上

り
が
聞
か
れ
て
い
る
こ
と 、

床
は
凶
商
問
に
い米
向
に
構
え
ら
れ
て
い
る
こ
と 、

小

山〈
よ
り
少
し
北
寄
り
に
炉
が
あ
り 、

そ
の
い以
側
に
小
れ
が
あ
る
こ
と 、

床
の
北
側

に
そ
の
平
副
が
三
品川
形
を
な
す
捌
が
あ
り 、

そ
の
北
に
茶
道
U
が
附
か
れ
て
い
る

こ
と
な
ど
が
特
色
で
あ
る 。

そ
の
ほ
か
氷山
会
記
に
は
そ
の
川
取
が
凶
ぶ
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も 、

延
宝
仁

年
七
月
こ
れ
に
は
ま
づ
御
乃
院
の
地
政
飾
が
A
か
れ 、

次
に
小
山間
放
B
（
正
月
廿

五
日
と
、

同
じ
御
州
政
也

と
片山
必
あ
り
〉

同
年
卜

一

一ハ
ト

問
日
の
場
合
も
御
バ
院
に

〈
斜）

次
い
で
「
御
小
出
蚊
川
口
下」

と
あ
り 、

史
に
六
川川
政
「
御
ク
サ
リ
ノ
川」

の
名

も
H比
え
て
い
る 。

｛
位
l
v

防
明
文
州
政
指
凶
で
は 、

そ
の
茶
出
政
（
川
院
を
合
む）

の
輸
出
は
凝
花
制
池
ぃ陸

指
凶
ハ
同
時）

の
北
の
万
に
Hれい

か
れ
て
い
る
そ
れ
と
矧
似
し
て
い
る
が 、

そ
の
東

側
と 、

北
側
と
に
途
中
で
切
れ
て
い
る
叫
が
け川

か
れ
て
い
る
点
が
迎
う 。

ま
た
後

に
池
小
向
上
の
環
波山
中
と
命
名
さ
れ
た
茶
山内
政
の
輸
出
は
全
く
一

致
す
る
が 、

同

じ
別
棟
で
あ
っ
て
も 、

ぷ
民
の
す
ぐ
北
同
側
の
所
に
か
な
り

近
接
し
て
パ
き
込
ま

れ
て
お
り 、

そ
の
他
位
は
んに
く
民
っ
て
い
る 。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
建
物
の
す
ぐ
凶

側
に
服
せ
ま
い
こ
ぶ
の
千
行
総
が
A
か
れ
て
お
り 、

そ
れ
が
南
北
に
走
る
般
地
の
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凶
を
山川
る
築
地
似
の
ι
h化（
距
附
は一
応
縦
川
と
し
て
も）
を一
が
す
よ
う
で
あ
る。

（
れ2
〉

－
ト刈
延
令一
位一
病
院
御
所
の
凶
（
凶
附
す）
を
見
る
と、

放
地
を
ほ
ぼ
問
つ
訓
に

し
た
州
市
の
郎
分
だ
け
は、

築
地
桝
に
か
こ
空
れ
た
ま
ま
ほ
と
ん
と
Jq
h
と
な
っ

て
い
る。

そ
し
て
そ
の
右
上
方
（
点
北
方〉
か
ら
の
廊
が、

そ
の
築
地
射
の
と
こ

ろ
で
折
れ
山
っ
て
お
り、
そ
の
折
山
っ
た
所
は
廊
の
と
り
つ
く
吋
能
性
を
一小
す
よ

う
に
見
え
る。
そ
こ
で
こ
の
仰
の
折
れ
山
り
の
点
に
合
せ、
防
明
文
内州
政
指
闘
の

い米
〕仰
木
端
（
F
山…）
を
川似
品れれ
さ
せ
る
と、

ぷ山
市
B
を
か
こ
む
附
似
の
阿
側
の
糾
ま

で
が
二
問
問、

そ
の
北
側
で
測
記
し
た
後
凶
院
御
所
凶
築
地
別
ま
で
の
間
が
六

川、
合
計
三
O
川
と
い
う
こ
と
に
な
る。
ま
た
北
廊
末
端
（
G
点〉
を、
山川内
内
庁

政
指
凶
の
対
原
点
目
縁
市
ト古川
の
一
川
（
市山〈
仙紙
に
よ
っ
て
川
ざ
さ
れ
て
い
な
い）
に
続

く
可
能
性
が
あ
る
の
で、
そ
ろ
え
て
比
る
と、
先
の
川
数
よ
り
ニ
川
だ
け
凶
へ
山川

る
こ
と
に
な
り、

三・一
川
と
い
う
数山f
が
何
ら
れ
る。

こ
の
よ
う
に
凡
て
米
る

と、
川附
別
文
山
政
指
図
は、
そ
の
問
題
の
通
り、
－M
内
庁
川
陵
部
政
延
主
役
一新
院

御
所
指
凶
に
いけ
か
れ
て
い
な
い
部
分
に
州
wJ
す
る
も
の
と
し
て、
民
に
市一
裂
な
資

料
で
あ
る
こ
と
が
刈
る。
思
う
に
後
間
院
御
花
叶い
当
川、
南
北
約
六
三
問、
必
丙

約
三
三
川
ほ
ど
の
こ
の
K
以
内
に
は
そ
の
北
・却
に
け
得
っ
て、
九
円以
ク
サ
リ
の
川

を
AA
む
三
つ
の
茶
店内
蚊
（
A、
B、
D〉
が
あ
り、
そ
の
前
而
に
胤
脱
な
一匹
凶
が
あ

っ
た
ら
し
レ。

そ
し
て
防
明
文
州
政
指
凶
（
釘
2
同）
と
aM
内
庁
政
庄
｛五
位
新
院

（
後
同
院）
御
所
折
M門

（
山川
内
庁
桜）
と
は、

件以
時
期
に
於
い
て
（
辺
市
六
年
よ
りよれ

平
二
年
迄
の
川）
同
時
に
作
在
し
た
辿
築
を
バ
き
分
け
た
も
の
と
判
断
で
き
よ
う。

（

出官制・
牛
川
出
竿）

証

ハ
l〉
が
必・
牛
川
向
上半
ぃ以
郎
御
山知
内
に
於
げ
る
山
殿

込系
健
闘
泣
跡、

心
不a’

』
円
売小
仁

川門

1
I
H
1
3
引

後
凶
院
御
所
茶
康
政
の
桁
凶

に
つ
い
て
L

だ
良
凶
立
文
化
財
研
究
所
作
部
門一
九
六
二〉
参
照．

な
お
凝
花
州
を
先
に
後
丙
院
御
所
の
庭
問
と
解
釈
し
て
お
い
た
が、

厳
諸
に
日・っ

と
ルト
不仰は
い双山’H
御
所
一区
同
以
後
の
名
体
と
解
釈
す
る
点
が
妥wー
の
よ
う
で
あ
る
c

（
2〉
日
内
山
必
MA
んじ
皮
新
院
御
所、

山k
ぷ
皮
点
目
御
所
指
凶
な
と
に
つ
い
て
は、
東
京

工
業
大
学
の
ヂ
介
笠
w
t
に
よ
っ
て一小
川教
を
受
け
た
も
の
で
あ
る＠

平
城
宮
出
土
塁
審
土
器

「
間
大
郎

炊

次

取

不

向

＋十引
取
民自
附什
五
卜」

一－
cHH
Hピげ
fhv

i
I

A刊刊
パパH
thT

μ
1hvよ
j
t
w
別

、
5
H
i
i
j

初
日
次
41
M収
・M

M州
代
川
土日山
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奈
良
閃
立
文
化
財
研
究
所
年
級

写

真

測

文

化

財

調

査

』ヨ．
lE 

の

写
真
川
以
に
は

飛
行
機
か
ら
辿
統
的
に
如
何附
し
た
写
点
を
利
用
し
て

1亜地
上

の
帆判
前市
な
測
定
を
行
な
っ
た
り
地
凶
を
作
っ
た
り
す
る
航
主
写
真
測
が
と 、

で
出
ww
し
た
写
真
を
利
用
し
て
行
な
う
地
上
写
真
測
位
と
が
あ
る 。

い
ず
れ
の
場

合
に
も
制
衡
な
三
次
元
的
測
定
が
叶
能
で
あ
る 。

ま
た
測
定

図
化
と
は
別
に 、

写
山
か
ら
川
以
に
地
上
の
地
物
を
矧
燥
し
解
析
す
る
判
読
作
業
も
行
な
わ
れ
る 。

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
は 、

昭
和
均
年
以
来
3
ヶ
年
に
わ
た
っ
て 、

京
京
大

学
生
派
妓
術
研
究
所
丸
山災
研
究
主
の
協
力
を
得
て 、

航
店内L
Uサ
点
測H
m
に
よ
り
飛
μ

地
方
に
つ
い
て
千
分
の
一

の
地
凶
を
M
耐
作
成
し
て 、

同
地
方
の
発
似
川
流
に
非

常
な
効
仰木
を
あ
げ
た 。

例
え
ば

、

条
出
・

守
地
の
佐
原
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
な

と
で
あ
る 。

こ
れ
は
判
誌
の
簡
略
に
入
る
が 、

法
隆
寺 、

法
起
寺
附
近
で
条
虫
制

施
行
前
と
考
え
ら
れ
る
江
北
を
指
さ
な
い
地
訓
り
の
浜
跡
が
航
空
写
真
に
よ
っ
て

確
認
で
き
た
の
も
取
嬰
な
副
産
物
の
一
つ
で・
め
る 。

円以
近
は
平
城
京
に
つ
い
て
も
同
様
千
分
の
一

の
地
図
作
成
に
若
手
し 、

阿
川
に

モ
ザ
イ
ク
（
集
成
写
刊パ〉

も

ち
C

方
粁
に
つ
い
て
完
成
し
て
い
る 。

そ
の
結
果 、

「
平
減
LM
報
告
冗
」

第
町
立
に
述
べ
た
よ
う
に 、

条
幼
の
一品
跡
お
よ
び
そ
の
似
只

ひ
い
て
は
平
以
－M
の
中
判
的献
の
般
定
が
で
き
た 。

ま
た
平
城
宮
北
而
大
原一
跡 、

市

出
古
墳
の
輪
郭
な
ど
を
確
認
し 、

赤
外
線
写
真
に
よ
っ
て
池
中
に
あ
る
土
星
を
も

発
見
す
る
等
数
々
の
成
果
を
あ
げ
て
い
る 。

平
城
京
全
域
の
地
図
が
完
成
す
れ
ば

24 
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主

の

研

建

造

物

究

条
山
の
研
究
に
飛
眼
的
な
進
歩
を
も
た
ら
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
る 。

地
上
写
真
側

盈
に
つ
い
て
は 、

昭
和
何
年
鎌
倉
の
大
仏
修
班
に
と
も
な
い 、

大
仏
の
粘
衝
な
実

測
に
利
用
さ
れ
た
の
が 、

わ
が
国
で
写
真
州
抗
を
仏
像
実
測
に
応
刈
し
たい
以
初
の

試
み
で
あ
る 。

大
仏
の
場
合 、

作
成
さ
れ
た
凶
を
用
い
て
仏
像
の
表
町
引
を
測
定

し 、

別
に
測
定
さ
れ
た
厚
さ
と
比
重
を
乗
じ
て 、

各
市
分
ご
と
の
南
北
と
E
心
位

位
を
算
出
し
た
が 、

そ
の
よ
う
に
し
て
求
め
た
他
と
尖
洲
仰
と
が
阪
め
て
よ
く
一

致
し
た
と
い
う
品
川ぶ
が
で
て
い
る 。

そ
の
後
九
災
研
究
室
に
お
い
て
イ
ン
ド

の
辿
造
物

大
谷
石
仏
の
実
測
が
行
わ

れ
た 。

ま
た
エ
ジ
プ
ト

で
は
ア
ス
ワ
ン
ハ
イ
タ
ム
工
引
で
湖
底
に
沈
む
神
殿
の
辿

築 、

彫
刻
の
記
録
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る 。

人々
同
の
調
査
は

昭
和
均
年
9
・

m
月
文
化
財
の
実
測
訓
読
に
地
上
写
立
川
抗

を
応
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
二 、

三
の
も
の
に
つ
い
て
試
み
た
も
の
で
あ
り

そ
の
成
川米u
川
は 、

凶
削円
相
守
阿
修
縦
像
立
同
国

岡
唐
招
舵
寺
苔
陸
頭
部
立
而
図

側
面
凶 、

水
平
断
而
図

附
海
住
山
寺
五
兎
塔
立
町
図

倒
平
城
山首
跡
第
ロ
次
発

掘
地
域
平
副
図
で
あ
る 。

作
業
は

ω
船
影
山…
の
決
定

刷
限
定
点
の
設
置
及
び

実
測

ω
船
影

山川
図
化
の
順
－M
で
行
っ
た 。

各
作
業
に
要
し
た
時
間
数
は
1

表
の
泌
り
で
あ
っ
て
他
の
方
法
に
よ
る
実
測
に



（）別立はH別削）
fri長所�ll!i'川去

相
当
短
縮
さ
れ
た 。

レじ

J＼

、

ι－P
J
 A

7
凶
化
機
に
よ
る
州
国
精
度
は

限
定
点
の
実
測
他
と
図
化
機
に
よ
る

測
定
値
と
の
差
で一
却
さ
れ
る 。

今
回
の
制
度
は 、

凶
倒
削
で
は
実
長

Z!Hまと

闘
で
は
1
m
以

で
。・
印
ヨヨ
以
内
に 、

凶
に
つ
い
て
は
縮
尺
弘 、

小守
山
総
1

叩
」仰
の
凶
を
作
成
し
た 。

正
而
背
而
の
両

方
を
船
影
し
た
が
凪
化
は
正
而
に
つ
い
て
の
み
行
っ
た 。

回
に
つ
い
て
は
縮
尺
弘 、

守日
品
川制
1

叩
トゅ
の
正
而 、

（

m
l
凶）

側
面
の
立
而
凶
及
び
5

叩

似
の
水
平
断
而
図
を
作
成
し
た 。

（

μ
絵
参
照）

第11珂｜ 興ti，＼王寺川1針）il（�主立1(1i凶

写
真
測
位
の
文
化
財
調
官官
へ
の
応
用

仏
像
の
実
測
で
は 、

ど
の
角
度
か
ら
測
定
す
る
か
を
ま
ず
決
定
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。

そ
れ
が
決
定
す
れ
ば 、

A
7
で
は
任
立
の
点
の
座
標
が

、

図
上
1一

問
問
ま
で

測
定
で
き
る
か
ら 、

複
雑
な
曲
線 、

山
而
を
定n
m
的
な
デ
ー

タ
に
よ
っ
て
論
じ
る

こ
と
が
可
能
と
な
る 。

美
術
史
の
分
野
に
お
い
て 、

か
か
る
而
で
の
研
究
を
一

一回

進
展
さ
せ
る
た
め
に
も
写
真
測
量
の
応
用
が
期
待
さ
れ
る 。

仰
は
縮
尺
1一

日
で
北
面
の
立
面
図
を
作
成
し
た 。

建
造
物
に
限
ら
な
い
が

、

長

い
年
月
を
経
れ
ば
各
所
に
抗
い
が
生
ず
る 。

と
く
に
木
造
古
建
築
の
瓦
の
荷
量
に

よ
る
屋
根
の
粁
年
変
化
の
測
定
は
困
嫌
で
あ
る 。

そ
こ
で
解
体
修
製
直
後
の
海
住

山
寺
五
重
搭
を
え
ら
ひ 、

初
年
測
定
し 、

そ
の
変
化
を
知
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

行
な
っ
た
の
で 、

結
果
は
今
後
の
調
査
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い

。

UM
さ
約
7
m
の
柏
か
ら
船
影
し
た
写
真
に
よ
り 、

縮
尺
l
－

m
の
平
而

闘
を
作
成
し
た 。

泣
桃
の
実
測
に
は
多
く
の
日
数
と
人
員
を
嬰
し 、

今
後
発
掘
削

船
が
明
大
す
る
な
ら
ば 、

よ
り
一

一回
迅
速
か
つ
正
臨
に
実
測
す
る
た
め
に
も 、

写

以
測
量
の
・九
州
が
望
ま
し
い

。
ま
た 、

多
数
の
泣
物
の
実
測
に
も
応
用
で
き
よ
う 。

写
真
測
抗
は 、

他
の
測
量
に
比
べ
る
と
庇
史
も
践
く 、

ま
だ
進
歩
発
展
の
注
上

に
あ
る
が 、

作
業
が
迅
速
で 、

制
度
に
む
ら
が
な
く 、

写
真
が
保
存
さ
れ
る
限

り 、

出
影
時
の
状
態
を
い
つ
で
も
再
現
で
き
る
し 、

測
定
だ
け
で
な
く
図
面
に
表

現
出
来
な
い
も
の
も 、

写
点
か
ら
慨
祭
判
誌
で
き 、

ま
た
復
維
な
杭
造
物
や
山
総

山
而
に
つ
い
て
定
抗
的
な
デ
ー

タ
が
得
ら
れ 、

こ
れ
を
統
計
的
に
控
思
す
る
ζ
と

に
よ
っ
て
重
要
な
成
果
が
期
待
で
き
る 。

全
国
に
あ
る
数
多
く
の
文
化
財
の
写
真
測
品
に
よ
る
船
影
と
そ
の
写
真
乾
板
の

整
恕
保
符
が
目
下
の
急
，初
で
あ
る
と
・制
感
す
る 。

（
牛

川

喜

幸）

倒
で
は 、
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奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報

乗

査

掘

発

調

院

一

乗
院
は
天
禄
元
年

言。｝

に
創
設
さ
れ
た
船内
福
寺
の
子
院
で
あ
っ
て 、

院
と
と
も
に
摂
家
川
跡
と
し
て
者
名
で
あ
る 。

創
設
以
来
康
平
3

年
公
害）

治
承

4
年

2
5

仁
治
2

年
（』
N
E

C

立
永
四
年

2
5

と
数
伎
の
限
災
が
あ
り 、

明
治
以

後
作品川
良
地
方
裁
判
所
に
転
用
さ
れ
た
が 、

な
お
山
安
3
午
（自由
主

造
立
の
炭
殿
・

殿
上
が
残
さ
れ
て
い
た 。

昭
和
計
年
に
裁
判
所
を
含
む
奈
良
県
庁
舎
付
近
の
給
制
工
事
が
始
ま
り 、

旧
一

来
院
の
地
下
追
椛
の
破
壊
が
予
想
さ
れ
た
た
め 、

奈
良
県
教
育
委
員
会
は
そ
の
発

掘
調
査
を
計
画
し 、

犯
年
3

月
当
研
究
所
に
そ
の
協
力
方
を
依
願
し
た 。

調
査
に
当
つ
て
は
期
間
・

経
世
の
凶
係
で
全
般
地
の
発
掘
は
不
能
で
あ
っ
た
の

で 、

震
齢
付
近
は
天
禄
以
来
の
平
面
追
求
の
た
め
全
而
発
掘 、

そ
の
他
の
地
区
は

一

衆
院
創
設
前
の
遺
構
傑
査
の
た
め
幅
3
m

の
ト
レ
ソ
チ
を
抑
る
こ
と
に
し
た 。

以
下
建
造
物
遺
構
・

庭
因
追
跡
・

出
土
造
物
別
に
そ
の
板
要
を
報
告
す
る 。

大
東

工

建

J!! 

i芯

物

ソI·.
)ii. 

究
永
焼
失
而
は
現
寝
殿
の
地
下
約
旬
開
に
あ
る 。

こ
の
而
か
ら
礎
石
抜
取
痕
跡

や
政一
一別
屯
腹
の
漆
喰
而
を
検
出
し 、

覚、
氷
焼
失
の
旋
殴
の
焼
肢
を
確
認
し
た 。

寝

殿
の
東
南
部
は
漆
吹
田
が
南
へ
つ
づ
き
中
門
廊
の
よ
う
に
突
出
す
る
が 、

東
部
に

は
池
が
あ
り 、

反
政
と
突
出
部
の
関
係
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た 。

要検
出
し
た
究
永
焼
失
の
巡

航
は
向
拘
の
あ
る
桁
行
叩
川

梁
川
5

間
の
辿
物
と
桁
行
5

川
栄
川
2
川
の
小
辿
物
で
あ

る 。

こ
の
う
ち
前
告
は
文
明

頃
か
か
れ
た
大
来
院
吋
作
的

正
常十
の
一

束
院
主
殿
指
図

（
山内
一耐
寺
桜

「
肝
契
絵
閃
矧
紫

紗」
所
収〉

の
平
一山
と
一

致

し 、

覚、
氷
ま
で
こ
の
平
而
で

存
続
し
た
こ
と
が
別
限
に
な

っ
た 。見

永
焼
失
而
の
下
に
は
焼

防
が
2
1
3
m
あ
っ
た
の
で

各
焼
閉
ご
と
に
泣
仰
を
追
求

し
た 。

北
ad仰
で
は
東
西
に
述

な
る
小
瞭
般
の
雨
務
部
を
検

出
し
た
が 、

こ
の
部
ほ
か
ら 建

造

究

r』』ー、�、

物

研

歴

研

究

,::'--, -.::2:ュ

史
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出
土
す
る
逃
物
は
係
式
上
平
安
末
期
を
下
る
も
の
が
な
く 、

ま
た
雨
洛
の
位
位
は

究
永
焼
失
震
殴
の
北
雨
務
と
同
位
置
に
あ
る
の
で 、

震
殿
は
平
安
末
期
か
ら
位
置

が
変
つ
て
な
い
と
認
め
ら
れ
た 。

さ
ら
に
焼
間
ご
と
の
礎
石
跡
の
探
索
で
は 、

党

永
焼
失
の
辰
殿
礎
石
跡
の
ほ
か
は
礎
石
跡
が
な
か
っ
た
の
で 、

平
面
も
平
安
末
期

以
来
踏
襲
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る 。

た
いA
凹
陥
の
1
山
は
鎌
倉
中
期
の
造
物
を
包

含
す
る
泣
水
の
併
と
重
復
す
る
の
で 、

途
中
で
西
陥
が
鉱
張
付
設
さ
れ
た
と
み
ら

れ
る 。天

禄
刑
設
の
一
釆
院
に
属
す
る
も
の
は 、

最
下
焼
問
の
下
か
ら
検
出
さ
れ
た
悲

壇
と
礎
石
地
形
と
考
え
ら
れ
る
根
固
め
の
土
雌
り
で
あ
る 。

こ
の
基
壇
は
間
半
は

日
い
地
山
を
利
用
し
東
半
に
獄
土
し
て
つ
く
ら
れ
て
い
て 、

こ
の
表
而
に
根
固
め

の
土
脱
り
が
あ
る 。

こ
の
土
政
り
の
大
部
分
は
数
度
の
造
替
の
際
削
平
さ
れ
た
ら

し
く 、

4
個
所
ほ
ど
検
出
し
た
の
み
で 、

柱
附
は
桁
行
9
尺
以旅
行
8
尺
と
推
測
で

き
る
ほ
か
は
平
而
は
不
明
で
あ
っ
た 。

ま
た
こ
の
基
附引
を
追
跡
し
て
ゆ
く
と 、

京

南
部
は
や
は
り
突
出
し 、

そ
の
南
限
は
後
世
の
削
平
で
不
切
だ
が
中
門
廊
の
前
身

と
し
て
対
屋
の
よ
う
な
も
の
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た 。

次
に
創
設
の
東
半
政
土
器
担
を
撤
去
し
た
と
こ
ろ 、

東
西
約
m
m
南
北
約
お
m

の
土
同酬
が
検
出
さ
れ
た む

こ
の
土
織
内
に
は
焼
土
の
滋
加
も
み
ら
れ 、

硯
や
施
刷

陶
削掃
を
合
め
土
探
片
が
瓦
片
と
と
も
に
多
数
埋
没
さ
れ
て
い
た 。

ま
た
四
半
基
砲

を
形
成
す
る
高
い
地
山
は
方
形
に
削
出
さ
れ
て
い
て 、

そ
の
東
辺
に
凝
灰
岩
粉
片

が
南
北一
列
に
付
若
し
て
レ
た
の
で 、
一

衆
院
創
設
前
に
こ
こ
に
凝
灰
岩
基
出
を

も
っ
建
造
物
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
た 。

一
衆
院
創
設
前
の
逃
椛
探
査
の
た
め
掘
っ
た
ト
レ
ソ
チ
か
ら
の
所
見
で
は 、

ほ

か
に
向
く
削
出
さ
れ
た
地
山
が
4
個
所
ほ
と
あ
り 、

こ
れ
ら
も
建
物
の
越
国
で
な

一
衆
院
発
掘
拘
査
概
要

い
か
と
疑
わ
れ
る 。
五
－

以
上
各
時
期
ご
と
の
調
査
結
柴
を
略
述
し
た
が 、
一

乗
院
創
設
前
の
こ
の
位
m

は
興
福
寺
下
階
的一
加
の
北 、

正
倉
院
の
西
に
当
る
台
地
上
に
あ
り 、

立
地
条
件
が

よ
く 、

こ
の
付
近
に
輿
而
寺
の
主
要
な
建
物
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る 。
一
来
院
が

創
設
さ
れ
た
際 、

こ
の
蚊
地
が
整
地
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
恕
像
す
る
と 、

造
物

が
土
境
内
に
馳
郷

さ
れ
た
の
は
延
苔

4
年
（
妻）
も
し
く

は
延
長
3
年
富山）

の
興
一仙
寺
の
火
災

に
凶
係
す
る
の
で

（
践
と

は
な
か
ろ
う
か 。

一
来
院
創
設
の
際

日
肢
が
直
ち
に
芯

ら
れ
た
か
ど
う
か

＋ふ園、
11d
r－
1．
、

1
・

河川・

川町〆

ふi

・β

＋ホ

じ
め
の
寝
殿
は
克

永
ま
で
ほ
ぼ
そ
の

位
位
で
造
訟
さ
れ

て
い
る 。

な
お
vm

承
の
興
一相
寺
焼
亡

後
設
和
元
年
さ
き

に
仮
再
建
さ
れ
た

l：倣J行l:sl一束1;{;:f! 21可l
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Tポ
良
凶
立
文
化
財
研
究
川
年
制

（

註

3
）

一

乗
院
の
追
加
は
発
掘
か
ら
縦
認
で
き
な
か
っ
た

。

そ
の
後
一

衆
院
が
再
建
さ
れ

る
の
は
文
治
4
年

2
5

で
あ
り 、

ま
た
仁
治
の
焼
亡
後
建
長
2
年
（
尽
き

に
新

造
さ
れ
る
が 、

西・
附
が
l
間
付
設
さ
れ
る
の
は
こ
の
時
と
み
ら
れ
る 。

現
在
唐
招
提
寺
に
移
築
さ
れ
た
鹿
安
再
建
の
建
物
は
位
置
を
変
え
さ
ら
に
南
に

建
て
ら
れ
た
が 、

旧
平
而
と
比
較
す
る
と
震
殴
・

殿
上
と
も
鉱
張
し
て
辿
て
ら
れ

と
く
に
殿
上
は
中
門
廊
の
発
展
形
態
と
し
て
み
ら
れ
興
味
深
い

。

（
工

藤

圭

草〉

て
お
り 、

JT. 

庭

匝l

込i

助i

一衆院j立 f，＼� ')J i}!IJ同

発
見
で
き
た
庭
園
追
跡
は 、

｛反
殿
凶
南
附
を
斜
に
よ
ぎ
る
一

条
の
泣
水
跡
の
地

形 、

お
よ
び
数
個
の
庭
石
と
中
世
震
般
北
聞
の
池
庭
で
あ
る 。

泣
水
は
幅
N・
m
m

深
さ
印
m
で
あ
っ
て 、

｛
反
鍛
中
央
を
と
お
る
南
北
・

東
西
阿

卜
レ
ン
チ
や｛
辰
殿
西
南
附
で
検
出
さ
れ 、

現
地
表
よ
り
約
町
四

下
に
地
山
を
急
勾

配
に
削
り 、

お
の
お
の
の
地
問
の
勾
配
の
変
り
目
に
自
然
石
を
す
え
た
も
の
で
あ

っ
た

。

こ
れ
は
京
殴
京
市
方
か
ら
西
北
方
に
向
っ
て
流
れ
る
も
の
で
あ
っ
て 、

建

長
一件
挫
の
こ
ろ
ま
で
存
抗
し
て
い
た
こ
と
か
ら 、

そ
の
築
造
が
初
則
－M
殿
の
造
併

と
殆
と
同
時
期
す
な
わ
ち
藤
原
附
代
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る 。

さ
ら
に
泣
水
の
水
仰
は
鹿
安
度
の
店
門
（
そ
れ
以
前
も
こ
こ
に
表
門
が
あ
っ
た
）

同

（
位
4
）

側
付
近
か
ら
導
入
さ
れ
た
も
の
と
抗
定
さ
れ 、

寝
殿
前
市
で
広
大
な
池
庭
を
形
成

（

粧

乃
）

し
て
い
た
効
算
も
あ
る

c

次
に
北
面
の
池
庭
で
あ
る
が 、

慶
安
辰
殿
の
北
縁
先
か
ら
北
方
へ

約
m
m
の
地

点
か
ら
お
m
の
地
点
に
か
け
て
現
地
表
か
ら
約
印
叩

下
方
の
地
盤
に 、

根
石
を
お

く
か
あ
る
い
は
単
独
に
抑
え
ら
れ
た
数
個
の
自
然
石
が
検
出
さ
れ
た

。

こ
れ
ら
の

石
は
地
庖
の
変
り
目
に
山飢
え
ら
れ 、

ま
た
こ
れ
ら
の
石
を
境
に
し
て
一

方
は
若
し

信 :; 1
・
司
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一

釆
院
発
銀
判
官立
概
加古

'£1殿下倹Ill }j在i,11 i;l,;J r,;.; 

く
控
ん
だ
粘
土
問
の
上
に
汚
れ
た
腐
航
土

を
堆
航
し
て
い
る
状
態
か
ら
附
し
て 、

こ

れ
ら
の
辿
椛
は
民
安
の
店
肢
と
北
河
院
と

の
川
に
そ
れ
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
池

峰
凶
係
の
水
際
に
相
当
す
る
も
の
と
考
え

た 。

ま
た
こ
れ
ら
の
石
や
地
形
を
そ
の
東

部
で
検
川
さ
れ
た
自
然
石
の
集
団
と
綜
合

し
て
み
る
と 、

江
戸
時
代
末
に
什 固い

か
れ
た

一

来
院
同
御
脳
古
図
（
以
凶
水
谷
川
家
政
戦

災
で
焼
失）
の
・米
水
の
紘
や 、

先
年
中山
気

探
査
に
よ
っ
て
脈
注
し
て
ぷ
際
の
紘
と
よ

く
一
致
し
て
い
た 。

以
上
の
検
出
し
た
逃
昨仰
を
記
鋭
と
照
応

す
る
と 、

泣
ぷ
は
一
来
院a
X
川
（
大
作山
山

紡
神
文
化
研
究
所
政〉
に
九
か
れ
て
い
る
永

加41χl

延
2
年（由
忽）
頃 、

水
谷
川
よ
り
辺
水
し
て

築
造
さ
れ
た
出
刷
用
ぷ
路
の
跡
と
み
ら
れ

る 。

北
而
池
出
は
一
衆
院
幼
官
二
条
引
来

日
記
の
犯
永
凶
作
ロ
月
9
円
の
条
に
記
さ

れ
る
も
の
に
該
当
し 、

記
録
に
は
「
設
己

と
い
う
出
者
が
造
っ
た
と
あ
る
こ
と
か
ら

当
時
大
来
院
付
時
m
正
の
招
き
に
よ
り
奈

（
泣
6
）

良
で
活
躍
し
た
庭
作
普
阿
弥
の
業
献
に
閃

係
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う 。
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奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
級

と
も
あ
れ
泣
水
追
跡
は
平
泉
毛
腿
寺
大
成
池
畔
で
し
か
倹
山
で
き
て
い
な
か
っ

た
し 、

ま
た
そ
れ
が
永
久
5

年〈－一
二）
頃
と
推
定
さ
れ
る
の
に
対
し 、
よ
り
古
い

泣
水
の
地
形
と
石
川相
が
縦
認
さ
れ
た
こ
と 、
ま
た
反
政
北
聞
で
究、
氷
の
火
災
で
大

似
し
た
こ
と
を
割
引
し
て
も 、
全
く
確
認
で
き
な
か
っ
た
普
阿
必
の
作
風
を
幾
分

で
も
挑
知
で
き
る
出
石
を
伴
っ
た
辿
椛
の
一
郎
を
検
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と

は
こ
の
発
掘
の
大
き
な
収
位
と
い
う
べ
き
で
あ
る 。

森

、ーノ

m 

土

物

』込

1±\ 

造
物
は 、
主
と
し
て
広
蹴
下
の
十“
挑
と
向
拝
南
側
の
瓦
間
り
か
ら
発
見
さ
れ 、

施
糊
陶
慌
を
合
む
土
探
知 、
各
都
の
瓦
獄 、
少
抗
の
銅
銭・
金
属
総・
石
製
品・

ガ
ラ
ス
製
品
な
ど 、
奈
良
時
代
前
期
か
ら
近
世
初
頭
に
お
よ
ん
で
い
る 。
注
目
さ

れ
る
の
は 、
京
般
下
の
土
放
か
ら
出
土
し
た
土
総
額 、
な
か
で
も
胞
制
陶
然
や
陶

硯
知
で
あ
る 。
施
制
陶
総
で
は 、
制
刷
陶
〈
議・
杯・
倒・
鍔
釜・
火
舎
？・
航

？）
が
多
数
を
し
め 、
少
訟
の
三
彩
陶
（
誰

杯

火
会・
香
炉・
奄〉
と
二
彩

陶
（
口火
頭
宣）
が
あ
る 。
陶
硯
類
で
は 、
円
硯
句
点 、
八
花
硯
1

点 、
烏
と
氾
の

動
物
形
の
も
の
2

点
に
杯
や
荒
を
松
川
し
た
も
の
が
加
数
点
あ
る 。
そ
の
他
に
灰

刺
を
施
し
た
水
瓶・
伶
胤
の
額
を
合
む
須
忠
則市 、
日比
的
に
は
日以
も
多
い
土
師
総
な

ど 、
技
型
後
は
主
要
な
基
準
資
料
に
な
る一
括
泣
物
で
あ
る 。
（
八
白
苦）

民殿下倹II\ I r1 fiJ.l. 

まE

仙川
い削
守

－

こ
れ
ら
の
う
ち
以
も
市
の
も
の
は
を
大
路
の
鉱
刷
工
事
の
際
同
訓
伐
さ
れ 、

下
階
的 －
M仙

北
の
小
fT
M
の一
部
と
み
な
さ
れ
て
い
る ．

2

延
fu，H
4

年
間同
一悩
守
焼
亡
〈
興
一川
守
伽
政
記）
延
長
3
年
下
附
m
M
応
道
京
焼
亡

一一一旧
公
記）

3

公
文
研
年
却m
g
s
参
照

4

川一
来
院
一挺
凶
泣
跡
の
復
原
的
考・村山

奈
文
研
作
報］由
足

5
一
来
院
文
HH
H

（
大
倉
山
桁
神aX
化
研
究
所
政〉
に
よ
る
と 、

立
治
7
年（
5
5
に
池

が
州
ら
れ 、
大
江
．昆
M仰

に
そ
の
点引
を
間関
ば
せ
「
AI
剛
池」
と
命
名
し
た
由
が
記
さ
れ
て

い
る 。

そ
の
池
名
が 、
災
搬
の
前
而
に
あ
っ
た
も
の
を
指
す
の
か 、
円以
殿
の
北
〈
後〉

万
に
ま
わ
っ
て
い
た
の
か 、

或
は
前

会問〉
後
（
北）
池
併
用
型
で
あ
る
の
か
は
明
ら

か
で
は
な
い
が 、
昭
和
お
年
ロ
月
か
ら 、

m初
年
1
月
に
か
け
て
旧一
釆
院
店
川
崎柳
附
近

一
山川
の
先
制
調
伐
が
行
わ
れ
た
際
に
も 、

山川
門
跡
の
閉
山町
に
於
い
て
池
又
は
幅
ひ
ろ
い

水
路
の
南
限
ら
し
い
跡
が
倹
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る ・
南
（品川）
池
山見
の
仔
在
と 、
そ

の
形
態
の
確
認
は
今
後
の
訓
代
に
ま
つ
外
は
な
い ．

6

森
山組
小
世
庭
闘
文
化
史
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
学
報
第
6
m
必
l

必
瓦

第51ズl
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所仁
不IJ

ii：民寺

「
本

尊

随

法

不

同

事

等」

本
HH
H

は
塔
中
政
指
呂町
箱
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が 、

前
半
白川
を
欠
き
」ハ

紙
を
践

す
に
過
ぎ
ず 、

原
川出
も
明
ら
か
で
な
レ 。

川偽
作
す
る
の
は
「
本
時
削
法
不
同
市」

以
下
で
あ
る
の
で 、

こ
こ
で
は
「
本
尊
仙
法
不
同
事
等」

と
仮
祢
す
る
こ
と
に
し

た
が 、

適
当
な
名
称
で
は
な
く 、

一史
に
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る 。

紙
同
に
は

世
界
線
を
施
し 、

紙
背
に
は
文
品川
が
見
ら
れ
る 。

こ
の

紙
背
文
川
に
は
史
料
的
側

仰
の
刈
い
も
の
が
見
ら
れ
る
の
で
こ
こ
に
全
文
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た 。

こ
れ

ら
は
い
づ
れ
も
年
紀
が
ぷ
さ
れ
て
い
な
い
が 、

次
に
拘
げ
る
よ
う
に 、

辿
出
3
年

8
月
下
旬
川
手
耐火
古
が
あ
り 、

そ
れ
を
淵
る
こ
と
述
か
ら
ざ
る
頃
の
も
の
と
考
え

て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う 。

（
胤〈
HH）

辿
陪
三
｜

八
月
下
旬 、

於
大
山十一
院
御
所」

北
対
部
屋 、

以
証
本
写
了 、

経

究

こ
の
大
型
院
御
所
は
仁
和
寺
内
の
院
家
の
一
つ
で 、

御
室
御
住
町
で
も
あ
っ

た 。

山川
脈
知
集
記
第
9
に
よ
れ
ば 、

党
教
大
僧
正
（
北
院
御
室
付
法）

の
弟
子
に

経
見
な
る
的
が
見
え
て
い
る 。

彼
は
少
納
言
律
師
と
も
呼
ば
れ 、

淡
路
大
進
出似
長

経
の
息
で 、

建
保
7

年
3
月
却
日 、

仁
和
寺
十以
来
院
に
お
い
て
党
教
の
付
法
を
受

け
て
い
る 。

こ
の
経
究
と
本
作一日
を
h札口

写
し
た
経
犯
と
は
年
代
的
に
も 、

ま
た
仁
和

仁
和
寺
所
政
「
本
尊
阻
法
不
同
事
与」
紙
背
文
41
H

紙

背

文

書

歴

研

同回
ブU

.，.....‘ 
主

史

トサ
と
関
係
深
い
点
に
お
い
て
も一

致
す
る
か
ら 、

同
．

人
物
と
し
て
さ
し
っ
か
え

な
か
ろ
う 。

と
こ
ろ
で
こ
の

紙
背
文
乃
の
出
2
・
3
・
5

紙
の
3
泊
は
後
述
の
よ

う
に
い
づ
れ
も
南
町即
興
引
か
聞
係
の
も
の
で
あ
る 。

当
時
市
部
消
火
年

は・川行一一円
以

の
必
い
W
UWH
を
受
け
て
術
教
化
し
て
お
り 、

的
引
のい
父
流
も
し
き
り
に
行
わ
れ
て

レ
た 。

こ
う
し
た
閃
係
か
ら
杭
犯
の
予
も
と
に
興
制十J
山
係
の
a
x

－ －
が
入
っ
た
も

の
で
あ
ろ
う 。

「 .m京午
｜ 承北 A

I - ＇＇＇－：紙
I I Uじ L..J

人九ハ�fi
後 月 11 � W 
欠 四 /J·ピ前崎
） 七 司、i到来

11 �告白 ，！ ？
日、フj状

治j " 
JJ 9 
」 j J 
iVf 27 
·J;: II 、 、、ーノ
f
re’
I
C‘、
ドヘE
R、

i
1
i
’
A

 

’’r’’
Js
t
x
n
dad－
h“
HHU
 

円1
川
口
進
L仁
川可
段
似
旨

法
橋

円ハハ

〔

m
2

紙〕

似
為
町民
解
（
後
欠）

川似
為
叫口
説
解

ん叩刻印

思
決
斗山μ

話
殊
山口淑

思
統 、

経
御
沙
汰 、

任
一社
文
被
札
返 、

為
市
以
来
山
盟」

和
博
引

原
山
住
人
源
太
定
尚 、

勾
引
所
従
七
人
不
当
「

制
状 、

,t,IJ 
進
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奈
良
国
立
文
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財
研
究
所
年
報

為
市
引
文
案一
通

定
尚
勾
引
下
人
交
名一
通

右
謹
検
案
内 、
為
賢
有
事
縁 、
去
正
治
元
年 、
知
行
大
和
国
伊
奈
津」
庄
之
問 、

下
山
定
使
男
之
処 、
為
山
総
取
彼
』比
所
当
米 、
雌
致」
種
種
之
必
行 、
M
川

主
眠山

Lutt仁t
，AJ’

為
無
事
之
心 、
令
宥
沙
汰
之
刻 、
来
勝
之」
除 、
背
預
所
之
下
知 、
相
語
凶
徒 、

殺
害」
定
使
升
五
子
所
従
等
八
人
単 、
則
樹
取
為
的

等（入
口千夜
口／完1・T
口〉於
口定」 使
罪之
j@ Wi 
之所
El 

為
的
申
云 、
所
犯
不
及
左
右 、
罪
過
難
逝 、
然、
而

中」
参
之
敵
人
免
其
叩持
者
古
今
例
也 、
的
一叶
与一
侠
引
文 、
可」
免
今
度
之
非

也
者 、
任
申
請
為
賢
取
件
引
文 、
百
仕
彼
七
』f」
己
以
経
数
十
年
之
問 、

去

11

’し

14、

tI
e吋J
rI

為
的
列

定
尚
開制
企
参」
浴 、
脳
出
為
山
女
子
等 、
逃
能
春
日
御
領
仙

加
之
彼
定
尚
者 、
・度
々
有
資
犯
事 、

（
t
u

其

思
）

即」
時
雄
可
滅
亡 、
為
賢
泡
分
令
沙
汰
免
了 、
何
忽
口
口
口」
不
願
引
文 、
可

｜

ム

｛

〈
円
十
）

（

被

仰
）

勾
引
七
人
之
詑
哉 、
出
過
不
燃
者
也 、
型
詰」
忠
裁 、
口
経
御
沙
汰 、
口
口
彼

〈
札〉

仙
預
所
寺
林
法
口
口
返」

原
山
之
糸 、
所
行」
旨一
言
語
不
及
本
也 、

〈
後
欠）

〔
第
3
紙〕

和
束
州
沙
汰
人
等
脱
状
ハ
折
紙）

和
束
御
刷
沙
汰
人
等
州問
中 、

任
解
状
之
旨
相
「付
之
処 、
件」
折
節
自
外
土
旅
人
無
移
住
市 、
」
但
自
体慨
門
去

来
者
多
人 、
雌
被」
注
進
其
交
名 、
難
知
実
叫件 、
就
中」
往
古
御
制
之
習 、
来

入
之
者
無
沙」
汰
之
山
市 、

何
況
彼
交
名
之
班 、
」
不
見
不
問
之
者
也 、
争
可

致
其」
沙
汰
乎 、
厳
隙
粗
如
件 、

（

カ
）

経
巾品
川行
状
並
某
返
状
（
9
月
M
日）

只
今
使
候
ヘ
ハ 、
大
弐
阿
附
梨
此
山
中
峡
了 、
恐
々
謹
言 、

（

究
ヵ
）

謹
承
侠
了 、
今
夕
之
還
向
ハ
可」
留
候 、
但
若
指
事
出
来
候
者 、
経
口」
一
人

不
候
と
ん 、
御
逃
恨
不
可
候 、
口」
刑
－m
卿
阿
附
処
宿
所
不
知
行」
候 、

共
可
令
触
給
候
鍬 、
恐
々
詑
口、

九
月
十
問
n

32 

〔
第
4
紙〕

同
I当

（

作品
ぉ
）

経
口

（

出火

活
）

「一一一
位
阿
附
梨
許
へ
申
泣
候
ヘ
ハ 、
返
事」
如
此
院 、
今
夕
可
泣
法
性
寺
山 、

承
候
之
川 、
」
止
候
也 、
謹
言

日

〔
第
5

紙〕

和
束
仙
沙
汰
人
等
版
状
〈
折
紙〉

（
第
3
紙
と
同
文
に
よ
り
木
文
省
附 、
ほ仰
凶
参
加…）

〔
第
6
紙〕

氏
名
米
詳
A
状
（
後
欠）

少
御
掌
誠
然
・申
御
布」
絡
事 、
可
申
上
候
也 、

住
用
途
内 、
悲
哀
布 、
」
明
障
子
紙 、
可
被
沙
汰
渡
候 、
」
且
御
企
へ
詰
に
可

〈

之
拘
）

敏
進
候
口」
由 、
沙
汰
人
申
候
也 、

霊
布
幌 、
去
年
被
波
布
不
法」
候
云
々 、
今
年
猶
自
此
不
法
に
候
之
由 、
」
沙

（

汰
）

汰
人
申
上
候 、
其
も
多
肢
は
L 、
可
沙
口」
控
股
之
処 、
只
十
余
段
候
ヘ
ハ 、

（
様〉

不
及
沙
汰
替」
候 、
其
外一
切
布
不
候
之
由 、
申
侠
者 、
如
何
口」
可
候
哉 、

雌
舵
想
伎 、
当
時
候
物
な
れ
ば 、
」
可
令
進
候
は
へ
同
可
進
之
由 、
中
候 、

（

可
）

阿
様
口」
候
哉 、
恐
々
謹
言



仁
和
オザ
所
政
「
本
尊
悩
法
不
向
山県
市守」

紙北川
文
HAH

（

廿
必
）
〈

日
ヵ
〉

口
口
口
口
口

ロー
口限
口3
口

（
後
欠）

府I_;!,( till沙汰人てf Ell［：伏

以
下 、

前
倒
紙
背
文
HHh

に
つ
い
て
若
干
の
説
明
を
加
え
た
い

。

〔
m
l

紙〕

こ
の
京
北
院
は
法
成
寺
の
一

院
で 、

も
と
上
東
川
院
御
所
（い
が
部
一

条
南
京
以
来）

で
あ
っ
た

。

法
成
寺
の
東
北
に
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
そ
の
名
が
生
れ

た
と
い
う 。
川日
万
布
庄
は
す
で
に
兵
随
記
仁
安
2
年
夏
巻
紙
背
文
川
所
収
の
長
江

2
年
7
H
n
越
前
周
目
万
布
庄
百
姓
等
併
に
も
い米
北
院
制
と
し
て
「
御
ぃ札
建
立
以

来
及
百
余
放」

と
記
さ
れ
て
お
り 、

古
く
か
ら
東
北
院
川別
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
る 。

〈第5紙〉

〔
部
2

紙〕

大
和
国
伊
奈
津
正
問
所
似
為
賢
が 、

似
太
定
尚
に
勾
引
さ
れ
た
彼
の

所
従
7
人
を
札
返
さ
れ
ん
こ
と
を
求
め
た
も
の
で
あ
る 。

延
久
2
年
の
興
一前
寺
大

｛
捻
l
｝

和
国
雑
役
免
坪
付
帳
（
京
消
山）

に
宇
陀
郎
稲
津
庄
が
あ
り 、

伊
ム品川
津
店
と
は
こ

の
稲
津
庄
の
こ
と
で
あ
ろ
う 。

な
お
稲
津
店
は
脱
在
の
宇
陀
郎
主
m
肝
町
稲
戸
の

（
註
2
〉

地
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
る 。

和
体
抗
原
山
に
つ
い
て
は
「
商
店
東
山
単
和
沖
れ
原

山
」

と
あ
る
が 、

現
在
の
奈
良
市
東
方
地
区
に
は
該
当
す
る
山
地
名
は
見
ら
れ
な

い
。

し
か
も
部
3

紙
に
は
和
市氷
川
が
あ
る
の
で 、

こ
の
和
洋
到
原
山
は
和
束
州
内

の
原
山
（
瓜
在
相
楽
部
和
束
町
原
山）

の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か

。

す
る
と
こ
れ

は
山
披
国
と
な
り
南
京
東
山
里
と
あ
る
こ
と
と
矛
盾
す
る
が 、

和
東
川制
を
含
め
て

相
楽
郡
内
に
は
輿
福
寺
（
春
日
社）

領
が
極
め
て
多
く 、

し
か
も
奈
良
か
ら
近
い

た
め 、

和
束
柏
を
南
京
東
山
旦
内
に
あ
り
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う 。

為
賢
の
主
張
に
よ
れ
ば 、

源
太
定
尚
が
勾
引
し
た
所
従
7
人
は
か
つ
て
伊
奈
津
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庄
内
に
乱
入
し
て
殺
害
等
の
非
法
を
行
い
捕
え
ら
れ
た
為
清
一

族
で
あ
る
と
い

う。

即
ち
為
山仰
は
非
過
に
処
せ
ら
れ
ん
と
し
た
際、

「
所
犯
不
及
左
右
罪
過
難

（
降
カ
）

逝、

然
而
甲
参
之
敵
人
免
其
叩伴
者
古
今
例
也、

仰
可
与
一

一族
引
文、

可
免
今
度
之

非
也」
と
申
請
う
た
た
め、

為
賢
は
「
取
件
引
文
召
仕
彼
七
人」
う
こ
と
と
し
た。

引
文
と
は
身
曳

ll
己
の
身
を
相
手
方
に
曳
進
め
る。

即
ち
技
と
我
が
身
を
相
手

〈
政
3
）

方
の
支
配
下
に
恒
き、

そ
の
所
従
被
官
と
な
る
行
為

ーーー
の
際
に
相
手
方
に
出
す

証
文
の
こ
と
で
あ
る。

山河
山丸
が
行
わ
れ
る
の
は
生
活
に
困
窮
し
て
自
分
の
九討
を
売

り
又
は
山
，M
の
弁
済
に
当
て
る
場
合、

年
穴
公
事
不
納
の
場
合、

犯
罪
に
よ
り
被

官
に
な
る
場
合
等
種
々
占
め
る。

検
断
権
の
保
有
者
が、

犯
罪
人
の
身
柄
を
抑
え
て

強
制
的
に
自
己
の
下
入
所
従
と
す
る
の
と
は
呉
り、

身
山%
の
場
合
は
自
己
の
犯
し

た
非
を
免
れ
ん
が
た
め
に、

自
分
で
自
分
の
a身

柄
を
検
断
権
保
有
者
も
し
く
は
そ

れ
に
強
い
影
山智
力
を
及
し
う
る
者
に
進
め
て
そ
の
下
入
所
従
と
な
る
の
で
あ
っ
て

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
殺
害
・

夜
社
・

強
強
・
人
勾
引
等
の
重
利
を
犯
し
て
も
非
を

免
れ
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る。

こ
の
文
古
は
中
世
の
倹
断
を
考
え
る
の
に
役

立
つ
史
料
の
一
つ
で
あ
る。（

位
4
）

〔
第
3
紙〕

山内
福
寺
領
和
束
机
（
山
以
国
相
楽
郡〉

の
沙
汰
人
等
が
出
し
た
も
の

で、

仙
へ
の
移
住
者
の
中
に
交
名
に
あ
げ
ら
れ
た
者
が
い
る
か
否
か
の
問
に
対
し

て
不
明
で
あ
る
こ
と
を
答
え
た
も
の
で
あ
る。

そ
の
内
容
か
ら
推
す
と、

こ
の
似

状
は
第
2
紙
の
為
賢
解
と
関
辿
す
る
文
什引
の
一
っ
と
考
え
ら
れ
る。

若
干
立
味
の

摘
み
難
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が、

「
但
自
権
門
去
来
者
多
人、

雌
被
注
進
其
交
名、

難
知
実
体、

就
中
往
古
御
仙
之
習、

来
入
之
者
無
沙
汰
之
出
羽」

と
あ
る
よ
う
に

仙
に
お
い
て
は
人
の
流
入
に
関
し
て
は
比
較
的
ル
ー
ズ
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

（
位
5
）

る。

近
江
国
お
川
庄
に
お
け
る
浪
人
の
よ
う
に、

仙
も
し
く
は
山
間
の
庄
闘
に
お

い
て
は
外
か
ら
の
労
働
力
の
流
入
を
勧
迎
す
る
た
め
か、

そ
こ
へ
の
移
住
に
つ
い

て
は
特
に
制
宛
を
加
え
な
い
の
が
通
例
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か。

〔
第
6
紙〕
「
明
障
子」

紙
と
あ
る
が、

別
障
子
が
文
献
上
に
見
ら
れ
る
の
は
平
安

時
代
末
期
か
ら
で
あ
る。

し
か
し
そ
れ
が
紙
を
用
い
た
こ
と
を
明
か
に
す
る
史
料

と
し
て
は
こ
の
』
状
は
古
い
例
の
一
つ
と
い
え
よ
う。

（
問
中

稔）

註

（

1
〉

（

2
）
 

（

3
）
 

（

4
〉

『
平
安
法
文』

第
9
巻ι
gu
号、
（H
Y
ω
白
M
O
）

『校
図
芯
料』
上
巻

石
井
良
助
「
小
此
人
身
法
制
雑
考
2」
（
『法
学
協
会
雑
誌』
%
が】
9
号〉

第
2
紙
為
穴
解
に
は
「
山本
日
御
鋭
州
以
山」
と
あ
る
が、

hhガ

永
2
年
3

月

日
和

束
御
刷
工
等
中
状
〈
平
安
逃
文
第
8

巻、

第
ち∞
O

H乃〉

に
よ
れ
ば
和
束
仙
は
興
部

寺
川削
と
考
え
ら
れ、

そ
の
一
部
の
脈
山
の
み
が
森
口
社
川別
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る．牧
肝
心
之
助
「
庄
凶
内
に
於
け
る
浪
人」
（『
武
家
川
代
社
会
の
研
究』
所
収〉

中
村
山
勝
「
中
住
民
民
の
生
活」
（
『抗
闘
の
研
究』
所
収〉

太
田
静
六
「
者
H
験
hM山

に
現
れ
た
る
住
・吃
述
築
と
住
宅
訓
度
と
に
就
い
て」
（
『
辿

築
学
会
論
文
集』
m
m
号）

（

5V
 

（

6
）
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昭

和

お

年

皮

平

城

宮

発

掘

調

査

概

報

附
利
均
年
度
に
お
こ
な
っ
た
特
別
史
跡
「
平
城
山円
跡」
の
充
州
調
作
は、
部
ロ

・
叩M
・
M・
日・
日
次
の
5
川
に
わ
た
り、

先
制
総日
山
町
はω
己
ア
l
ル
に
お
よ

ん
だo
m
ロ
次
訓
μH.
は、
7
川
9
H
か
ら
9
川
初
日
ま
で、
先
制
調
作
事
務
所
の

一内
向
点 、

出
て
次
内一
災
小
心
部
(
白
〉
〉
ο
ーの
・

0
地
.HR
〉

に
あ
た
る
却
ア
l
ル

を
先
制
し
た。
都
目
次
調
介.
は、
8
川
2
U
か
ら
m
u川
9
け
ま
で、
一必
肱一
条
辿

北
側
佐
紀
町
ト附
郎
(由
〉
〉
O
l司・
ヱ-
一
-一ハ・
〈
地
-hh
G
〉
〉
o
ーの・
0
地

-い
お
よ
びロ
〉
〉
∞
|
C
地
以〕
の
叩
ア
ー
ル
を
先
似
し
た。

m
H
次
川州
代
は、
山内

城
市
凶
附
(由
〉
ロ
ヱ
|『リ
-
」
・
ヌ・
「
地
以〉
日
ア
ー
ル
を
ロ
川
7
H
か
ら

3
川
幻
日
ま
で、

節
目
次
訓
代
は
、

州ぃ
印
刷
門
の
川
辺
(
町
、r
o
-リ
l、-，
・
刃
・
司

地
似)
MW
ア
l
ル
を
2
バ
引
け
か
ら
3
川
出
日
ま
で
先
制
調
作
し
た。

以
卜、
判州

有
紡
米
の
概
要
を
郎
作
す
る。

第
口
次
調
査

訓
有
地
域
は、
こ
れ
ま
で
3
川
に
わ
た
り
訓
代
し
た
卸
二
次
内
以
内
卯
の
小
火

刷
川
会
占
め
て
い
る
。

お
も
んは
泣
仰
は
出
2
次
内一
災
の

辿
物
と
仰
で
あ
る
。

州h
v.

れ
川
廊
ω
のω
誌
は、
日
川
分
が
倹
山
さ
れ、

既
刊州
本川
部
分
とAH
わ
せ
て、
内
側

辺
川
の
全
貌
が
明
ら
か
に
な
っ
た。
川
廊
の
約M・吋
m…
陶
に
は
陶
州
築
地
川
廊
の
北

肘
務
部
が
東
西
に
通
っ
て
い
る。
廊
の
京
聞
に
は
位
心
か
ら
約
M
H
m
に一
附
約
ω

叩
の
いいボ
似
の
雨
mm
併
が
あ
る
。

こ
の
廊
の
西
日-
u
m
で、

9
川
2
間
(
住
川M・
8
m

附
利
お
年
度
川r
城
・日
発
似
訓
侃同院
訓開

等
川)
の
南
北
山似
制
立
れ
辿

物
ω
∞
白山。
を
発
見
し
た。

こ
の
辿
物
は
出
6
次
訓
ι川・

で
先
日比
し
た
ω
∞
主。
と

∞
∞
印
m

を
お
い
て
桁
行
付

列
を
そ
ゐ
え
て
市
北
に
松

ん
で
い
る。
十川
刷
築
地
川

JH
可J
レLU-
-htH，
十企F
d fHU、
g

M山

d
lイ

1.
Y-
h
I
dea
川f
l

品川af
t
--

コ・
1、
、

hJ
q品

、
免じ

市十印刷
カ
F .
甘H
F
金串4
nxJ

似
し
た.か、
伐
作
状
況
は

阪
め
て
必
く、

の
は依AH
部
付
近一一

時れ
が

ω
nMム吋

山川
作
す
る
山村

'M

で

あ
っ

た。
し
か
し、
的問.
K
れ
の

散
乱
す
る
刷
協
川仰
の
泌
跡

は
小
川棚
線
付
近
で
も-
山

仙紙
に
通
っ
て
お
り 、
1)、1
'& 

南
而
築
地
川
廊
の
広
州
は

歴

研

究

......... 三

史

建
‘民，E喜

研

物

究

'*、�、
.::2:ニ

:X� 6・9・12 Î.火。;11.1 fr. J自民l z

 

l

 

'J

 

，

 
t

 

''
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内

一ず

ωo明

j R÷÷÷ ミデ予fτ二五討 .，ド もeコ予 '= - " j 

ll j 胞l

門

Jトト]
附

間
門
の
位
位
で
も
張
川
し
は
な
く 、

開
門
の
幅
は
築
地
回
廊
の
幅
と
一

致
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る。

第
二
次
内
到
に
M
す
る
建
物
を一
平
安
宮
内
・災
と
比
較
す
る
と 、

ω
∞
主
。
・

2
0

は
-U
防
断 、

ぃ作
山m
m胞
に
あ
た
る
も
の
だ
が 、

桁
行
が
ん比
防
殿
9
川 、

森
山内
政
が
7

間
で
あ
る
の
に
対
し 、

印
∞
主
。
が
5
問 、

印
一∞
2
0
が
9

間
と
な
っ
て
い
る 。

第

2
次
内
兵
以
外
の
泣
椛
と
し
て
仰
が
2
列
あ
る 。

第
日
次
調
査

部
日
次
調
行
は 、

ド
米
地
区
(
白
〉
〉
∞
l

c
区 、
白
〉
〉
O
l

。
・

0一
院〉

と
同
地

区
〈
由
〉
〉
O
|

勺
・

エ
・
一
-

一〈
・

〈
区)

に
お
い
て
お
こ
な
っ
た 。

内良大|長殿ー才']11反n;t凶

八
点
地一
似
V

KL
な
泣
協
は 、

山泌
物
日
仙隊 、

築
地
1

刷 、

ル
ド
1

附
所 、

制
2
糸 、

仁
験
2
例

所
で
あ
る 。

辿
物
の
ほ
と
ん
ど
は
州
立
伎
の
も
の
で
あ
る
が 、

ω
∞
∞
誌

の
小
建

物
は
小
礎
石
を
す
え
た
も
の
で
あ
る 。

自
〉
〉
∞
l

C
地
区
一

却
は
地
山
が
点
に

似
斜
し
て
下
り 、

そ
れ
を
開
め
て
造
住
が
行
な
わ
れ
て
い
た 。

泣
仰
は
配
眠
状
況

や
純
穴
の
市
似
凶
係
か
ら
少
く
と
も
次
の
5

別
に
区
分
し
う
る 。

A
期

∞
〉
〉
切
|

C
地
区
中
山〈
北
辺
で 、

ぃ米
凶
隙
的
行
7
川
(
住
川
3

3

建

物
ω
回
吋U
m
の
一

部
を
検
出
し
た
の
み
で
あ
る 。

B
期

建
物
3
隙 、

築
地
1

而
が
挫
然
と
配
位
さ
れ
て
い
る 。

U
地
区
の
東
北

部
に 、

市
北
隙
6
川
以
ト ハ
×
4
川
〈
怜
川
作
3
m
)

ぃ
以
内
川
市れ
付
辿
物
ω
回
吋
ωO
が

あ
る 。

こ
の
辿
物
の
ト米
側
位
列
の
出
延
長
線
上
に
点
主
を
お
い
て 、

必
同
僚
桁

行
7
附
(
住
川M-
m
m
)

の
建
物
ω
四
戸
O
(
梁
問中木
隊
認〉

が
あ
る 。

そ
の
約
∞・
m
m

凶
に い
米
凶
隙
3
川
x
2
間
〈
仲代
川
作M・
品
m
)

の
辿
物
ω
∞
∞C
∞
が
あ
る 。

こ
の
南
側

性
列
と
ω
∞
コ
。
の
北
側
性
列
と
は
同
一

，
制
上
に
あ
る 。

U
地
区
点
端
に
は
築
地

ω
の
弓m

が
南
北
に
通
っ
て
お
り 、

築
地
の
東
側
は
一

段
低
く
な
っ
て
い
る 。

築

地
は
絵
地
用
を
約
印
叩
煽
り
さ
げ 、

そ
の
上
に
的
制
色
粘
土
を
杭
み
上
げ
た
法
礎

地
問
め
を
践
す
の
み
で 、

ト
県
縁
は
ぷ
凹
造
成
時
に
破
峻
さ
れ 、

現
存
の
築
地
必
礎

地
問
め
の
位
ト〈
削
は
6
m
で
あ
る 。

U
地
区
間
北
附
の
上
扱
ω
穴
∞M
O

は・」
の
期

に
以
し 、

川
t
し
た
木
附
か
ら
刷出
没
時
を
天
平
木
作
に
般
定
で
き
る 。

ω
』ハ
∞N
O
埋
土
上
に
造
営
さ
れ
た
南
北
隙
6
間
x
3
問
(
柱
間
作
3
m
〉

tß 21刈

C 
期

36 



ぃ
米
・札
付
建
物
ω
∞
∞同
∞
と 、

そ
の
市
山
m
に
凶
側
れ
州
を
そ
ろ
え
て 、

T1
レしi、

づ一円
l』叶
Mm
nノ旬

間
以
上
×
2
川
(
住
川
作
3
m)
の
建
物
ω
∞
∞
白
が
あ
る 。

こ
の
建
物
に
は
床
束

れ
穴
が
あ
る

。

6
〉
〉
O
l
o
地
一仇
の
北
部
に
あ
る
3
川
×
2
川
戸いれ
川
作M

・M
m)

ω
∞
∞吋印
も
こ
の
則
の
も
の
で
あ
ろ
う 。

D 
期

U
地
区
の
中
央
部
凶
よ
り
に
点
凶
隙
5
削
x

3
川
(日目
川
名M
ム
m
)

一肌
付
建
物
ω
∞
吋
誌
が
あ
る 。

E 
期

U
地
区
の
中
央
北
よ
り
に
東
川
保
6
川
X
4
川
(
仇
川
作M
ム
m
〉

IILj 
1(lí 

井
戸
ω
開
口
印
も
こ
の
則
に
制
す
る

。

以
上
の
5

則
の
ほ
か
に
同
期
を
決
し
が
た
い
建
物
が
数
隙
あ
る 。

〕恥
付
建
物
ω
∞吋∞
。
が
あ
る c

な
お 、

D 
j也

区
の
ほ
ど
全
政
は
市
出
古
的
(ω
xmoO〉

のu川
ト刈
川州十
米
側
の
川
れほ
部
分
に
あ
た
り

一
部
に
ト
レ
ン
チ
を
入
れ
て
玉
石
を
蚊
き
つ
め
た
外
促
点
出
を
検
山
し
た 。

八
凶
地
区
V

今
川
新
た
に
検
山
し
た
主
な
迫
桝
は 、
辿
物
日
出 、

附
1
列 、
井
戸
1
個
所
な

と
で 、

部
2
次
内一
以
北
山
築
地
問
廊
ω
の
。
g 、

そ
の
北
の

築
地
ω
ロ
ム
∞
∞
な
ど
の

い
米
延
長
部
も
前
年
度
に
ひ
き
つ
づ
き
検
川
し
た 。
'

」
の
地
区
の
南
下
は
市
出
古
墳

前
点
目部
前
而
の

同
一倣
に
あ
た
り
、

干
減
富
造
営
時
に
川一
没
し 、

そ
の
上
に
辿
物
全

造
也
し
て
い
る 。

新
た
に
検
川
さ
れ
た
辿
物
は
す
べ
て
細
江
れ
の
も
の
で 、

配
位

状
況
や
位
穴
の
市一
復
関
係
か
ら
次
の
6
則
に
区
分
し
う
る 。

a

期

F
地
区
と
K
地
区
に
ま
た
が
っ
た
南
北
隙
5

川
×
2

間
(
怜
川
名M，
、一
m
)

の
建
物
ω
∞
5
8
が
あ
る 。
他
に
辿
桃
は
な
い 。

b
期

K
地
区
の
中
火
部
に
あ
る
京
間
隙
5
間
以
上
X
5
川
(
柱
山
各
3
m)
の

建
物
ω
B
5
0
0
は
身
合
の
梁
行
が
3
削
の
も
の
で 、

四
端
は
未
判
官れ
だ
が
お
そ
ら

く
四
而
耐
に
な
る
も
の
と
み
ら
れ 、

∞
〉
〉
O
区
で
日以
大
の
規
校
の
も
の
で
あ

昭
和
お
年
度
平
城-V
出
発
制
刊州
代
慨
報

る 。

そ
の目
印
m…
北
に
あ
る
京

1& 
隙
5 
IHI 
x 

11\1 
(
れ
川
桁
行

立HM-H
m

、

洗
行
各ケ
印
m)
南
北

仇
付
辿
物
ω
∞-o
g
も
こ
の
則

」ヒ

の
も
の
か
も
し
れ
な
い

。

c 

期

K
地
区
の
点
却
に
十附

北
凶関
口
川
×
2
川
(
れ
川
桁
行
作

Me
g
m

、
淡
行
作
3
m
)
の
出
物
ω

∞由由()
が中の
る 。

d 
期

バ4
lili 
l�! 
5 
1:\1 
X 

2 
11\1 

(
住
川
桁
行同
ム
m

、

地拡
行
N・
2…

雄
物
ω
∞
3
0
は
こ
の
則
に
以

す
る 。

e 

期

ω
∞
5
0
0
前
半
に
市

な
る ト
米
州
隙
6
川
以
上
×
3
川

ハ
悦
川
桁
行
作
3

可

決
行
作
M-
∞

印
m
)

十附・
恥
付
建
物
ω
∞

5
5

が
あ
る 。

で f
期

南
北
I�! F 
7 Jlli 
�\l Iメ:
× の
2 ほ

11\1 
r.. '1' 
H 火

川
各M
ムm)
辿
物
ω
∞
呂
田
を

みだ
いU
Iし
ニ

。

'S1tl

JJ

 こ
の
辿
物
の
北
部

S 131000付近j山待状況:J; 31百|
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6
柱
列
の
中
山明、
よ
り
に
小
佐
穴
が
あ
り

間
仕
切
り
が
あ
っ
た
も
の
と
思

わ

れ

38 

る。

こ
の
間
仕
切
り
ま
で
の
5
山
の
部
分
に
は
、

西
に
3
m

雌
れ
て
小
柱
穴
が
並

び、

同
州、
目
隠

な
ど
の
仔
在
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
ω
∞

呂
田
の
北
2
m
に
京

凶
倣
4
川
以
上
×
3
川
(
仲代
川
作M・
8
m
〉

南
附
付
辿
物
ω
∞
=
討
が
あ
る
。

桁
行

柴
行
と
も
に
2
間
の

建
物
ω
∞

3
0

と
南
北
柵
ω
〉
u
m
O

も
こ
の
則
の
も
の
で
あ

ろ
う。

こ
の
則
の

泣
桃
は
方
位
が
北
で
西
に
ふ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。

節
目
次
調
作
地
以
は
い
ず
れ
も
卸
2
次
内
災
内
邦
の
北
に
位
位
し、

節
目

日

次
調
有
地
以
と
と
も
に
内
災
に
付
属
す
る
部
分
で
お
そ
ら
く
平
安
富
の
翠
方
約
・

校
万
幼
の
前
身
的
な
地
区
と

叫註記
さ
れ
る
。

点
端
で
倹
山
さ
れ
た
築
地
ω
の
吋
O
印

は
現
地
形
か
ら
み
て
、

第
2
次
内
以
外
郭
のい
米
而
築
地
と
み
ら
れ
る。

発
見
さ
れ
た
造
物
で
紋
も
苦
し
い
も
の
は
、

ド
米
地
似
の
ω
穴
∞
N
O
か
ら
出
七
し

た
年
代
の
舷
定
さ
れ
る
一

括
迫
物
で
あ
る
。

こ
の
土
搬
は
方
約
4
m
、

深
さ
M-
ω

m

で、

ほ
に
一伴
さ
m
m
仰
の
造
物
の
地
引
が
あ
っ
た
。
こ

の
取
前
に
は
本
年
械
で
別

に
述
べ

た
冨
S
点
の
木
簡
と
と
も
に、

多
此
の
土
総
額、

木
総
額、

繊
維
製
品、

瓦
額、

自
然
泣
物
な
ど
が

あ
っ
た
。

こ
の
土
城
は、

お
そ
ら
く
短
期
間
の
ご
み
捨

て
ん
入
ら
し
く、

則一

役
の

年
間
は
木
簡
の
年
号
花
松
か
ら
天
一千
四
年
8
月
を
あ
ま
り

へ

だ
た
ら
な
い
と
椴
定
さ
れ
る。

土
総
額
は
土
師
様、

須
志
保
が
+↑一
で、

三
彩
制

小
形
薬
屯
設
が
一
tu…
あ
る。

土
師
様、

須
恵
撚
に
は
品
川
の
あ
る
も
の
が
十
数
点

あ
り、

十日
馬
が
一

点
山
土
し
て
い
る
。

木
製
品
に
は
糸
巻、

紡
銭
前ド、

火
鎖
臼、

杓
子、

官、

山
物
容
山師、

漆
総
片
や
人
形、

除
扇
な
ど、

繊
維
製
品
に
は
平
絹
断

片、

麻
縄
が
あ
り、

さ
ら
に
は、

府
や
能
の
断
片、

徐
氏
な
ど
も
検
出
さ
れ
て
い

る
。

，H
然
泣
物
に
は
-来、

初
挑、

桃、

瓜
な
ど
の
種
f
如、

木
の
校
や
裳
が
あ
っ

同
じ
く
木
簡
の

川
土
を
み
た
ω
穴
∞
吋
O
は
点
凶
・

南
北
と
も
に
5
m
ほ
ど
の

--O
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不
拡
形
な
も
の
で
泌
さ
は
H・
ω
m
と
浅
く、

造
物
保
存
状
況
は
良
く
な
か
っ
た
が
、

上
限
・

瓦
飢
の
ほ
か
に
漆
冠
断
片、

間
片
な
と
全
検
川
し
た
。

こ
の
十一
以
川
近
の

絵
地
問
中
か
ら、

緑
制
μ1
瓦
ハ
が
1
枚
分
川
t
し
て
い
る。

そ
の
他
の
地
点
か
ら

は、

多
が
の
瓦
・

士
総
矧
が
山
上
し
て
い
る
が、

U
地
区
検
山
の
数
点
の
川
硯、

お
形
脱、

八
化
縁
京
瓜
悦
州出
や
品
川
上
限
が
什刊
立
さ
れ
る。

第
刊
次・
第
叩
次
調
査

部
M
次
調
官代
は
山山内
跡
凶
府
間
の
∞
〉
U
Z
K
で
行
な
っ
た。

主
な
迫
備
は
んHh
城

の
南
を
限
る
大
垣
の
ほ
か
に
州
な
れ
辿
物
5
株、
柵
2
州、
ル.
ド
2
附
所
が
あ
る。

大
垣
は
、
市
縁
が
現
花
の
水
路
で
破
凶伏
さ
れ
て
不
明
だ
が、
川
∞-
m
m
以
上、
泌
さ

OE
印
m
の
法
礎
地
川
め
乞
お
こ
な
い
、

そ
の
卜し
に
制
約
日
印
m
の
川
氏
却
の
築
地
と

北
側
に
約
「
印
m
一仰
の
犬
定
り
加
を
設
け
て
い
る。

築
地
は
削
ポー
さ
れ
て
い
た
。
こ

の
築
地
の
小
心
か
ら
ロ
m
耐
に
仰
が
あ
る
が
北
口似
合
川
代
す
る
に
と
ど
ま
っ
た。

附
和
初
年
度
ギ・
波
宮
発
制
川
流
紙
報

調
査
地
域
の
州
北
部
で、

側
板
を
立
て、

内
側
か
ら
枠
で
と
め
た
点
形
の
井
戸

を
検
川
し
た
。

す
べ
て

川
以
土、

i
j
l

 各
州
二
枚、

上
下一
.
段、

計
四
枚
か
ら
な
り、

木
製
の
怖
を
い払
川
し
た
も
の
で
あ
っ
た。

木
製
M聞
は、

下
段
8
枚
に
用
い
た
も
の

が
保
有
良
好
で
ほ
x
完
形
に
近
く、

頂
部
を
山
形
に
作
っ
た
長
万
形
の
材
で、

喝長

保
さ
3
m
、

表ド
山
小
決
に
舶
が
あ
る。

に
釧
府間
文、

中
火
に
逆
S
-与
形
の
文
阪
を、

川中…、

パ、

自
の
三
色
で
主
い
て
い

る
。

上
端
本
u
m
に
は、

斜
め
に
災
山
ま
で
円一
辿
す
る
小
孔
が
ほ
ど
3
m
川
刷
に

さ
5
0
叩
、
HH
A弓
m
、

血判ロd
c

表
出
に
は、

上
下

仲町
た
れ
て
い
る。

小
火
に
は
上
下
約
加
仰
を
お
い
て
2
例
ず
つ
小
刀
孔
が
穿
た
れ

て
お
り
、

保
HN
尖
仰
を
と
め
る
孔
と
み
ら
れ
る。

は、

延h
凶
作「
人
司
式
に
ペル
校
の
あ
る
俗
人
の
威
儀
用
の
Mm
と
合
致
し
て
い
る。
上

山川
の
小
孔
は
応
援
を
制
苫
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
ろ
う。

・災
耐
に
文ハ
f
-

絵
画
の

こ
の
怖
の
寸
法

文
係
・

彩
色

山根
HHH
・

一山林
刻
を
も
つ
も
の
が
あ
る
。

な
お、

縦
に
で
枚
に
訓
れ
た
も
の
を
棋
院
を

打
ち
つ
け
て
再
使
用
し
た
ら
し
く
、
川氏
耐
に
は
仲間
を
と
め
る
泌
が
え
ぐ
っ
て
あ
る
。

二
の
地
械

の
ト
肘
に
は
ル内
生
六
時
代
の
作副
総
跡
が
あ
っ
た。

険
山
さ
れ
た
住
川

跡
は
団
側
所、

他
に
数
条
の
部
やじ
恒
仰
を
州
兆
し
た
土
附似
て
例
一山
な
ど
が
あ
る。

);Þl 

節
目
次
同州
代
は
m
u
次
訓
広川
地
域
北
必
の
凸
〉
ロ

勺
い
で'
れ
な
い
、

I'!.j 
I(IÎ 
南
1") 

|千?

と
そ
れ
に
辿
な
る
大
町一
お
よ
び
辿
物
2
僚
と
附
l
列
を
発
い比
し
た
。

州
市十
郎
が
脱
伐
の
道
路
卜
に
な
り
訓
作
不
能
だ
っ
た
が、

日
印
有
川1
1

!
1
1
1
9V

 

訓
代
し
た
点
引十
郎
で
は

包í� 5 1�1 

什端
的
は
削
泌ー
さ
れ
て
お
り、

わ
ず
か
に
地
下
に
刷
り
込
ん
だ
法
随
地
問
め
が
妓
存

そ
の
範
聞
は
南
北
約
MM
m
で、

大
町一
が
門
の
中
央
に
と
り
つ
く
と
仮

し
て
い
た。

返
す
る
と
点
州
は
ほ
x
u
m
と
な
る
。

辿
物
は
2
附
則
に
わ
た
る
各
1
隙
で、

ず
れ
も
門
の
北
約
日
m
の
京
凶
仰
の
北
側
に
あ
っ
た。

な
お、

こ
の
地
区
の
北
半

充)

39 

は
小
併
の
以
篠
川
の
氾
滋
で
破
決
さ
れ
て
い
た。

(
本
村
去
訂
・

鈴
木
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