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史
料
館
復
旧
再
開
に
際
し
て

本多

日百

典

j甫

史
料
館
館
長

こ
の
度
の
大
震
災
で
は
当
史
料
館
も
相
当
な
被
害
を
受
け
ま
し
た
。
し
か
し
、
大
日
神
社
の
社
殿
全
域
を
は
じ
め
、
深
江
地
区

一
帯
の
甚

大
な
被
災
状
況
に
比
べ
れ
ば
、
史
料
館
の
建
物
自
体
に
は
ほ
と
ん
ど
煩
傷
な
く
、
内
部
も
制
度
目
聞
が
倒
れ
、

展
示
ケ
l
ス
及
、
ひ
展
示
品
等
の

破
煩
と
史
料
並
び
に
書
抑
制
類
の
散
乱
は
あ
り
ま
し
た
が
、
激
震
地
の
中
に
あ
っ
て
は
、
最
小
限
の
被
害
に
と
ど
ま
り
ま
し
た
。

深
江
地
区
に
居
住
す
る
館
員
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
い
ず
れ
も
神
戸
市
及
び
阪
神
間
の
激
震
地
に
あ
っ
て
、
中
に
は
肉
親
と
住
居
を

同
時
に
失
っ
た
人
も
あ
り
、
大
な
り
小
な
り
何
ら
か
の
被
害
を
受
け
て
い
ま
し
た
。
交
通
機
関
が
寸
断
さ
れ
て
い
た
た
め
、
史
料
館
へ
集
ま

る
館
員
も
限
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
そ
の
時
点
で
は
復
旧
作
業
も
容
易
に
進
ま
ず
、
こ
の
分
で
は
早
く
て
も
約

一
年
間
を
要
す
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
ま
し
た
。

そ
れ
で
も
、
館
員
そ
れ
ぞ
れ
の
熱
意
に
よ
り
、
積
極
的
に
館
内
の
整
理
と
復
旧
が
行
な
わ
れ
、
当
初
の
見
込
み
よ
り
も
早
く
作
業
が
お
わ

り

一
部
応
急
修
理
の
み
の
個
所
は
あ
り
ま
す
が
、
十
月
二
十
二
日
同
か
ら
再
び
開
館
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

そ
の
問
、
蔭
な
が
ら
ご
心
配
を
い
た
だ
き
、

ご
声
援
を
賜
り
ま
し
た
方
も
多
く
、
ま
た
被
災
さ
れ
た
数
軒
の
お
宅
か
ら
史
料
民
具
多
数
の

御
寄
贈
を
い
た
だ
き
、
展
示
品
と
し
て
新
た
に
加
え
る
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
、
か
ね
て
よ
り
活
動
を
休
止
し
、
平
成
七
年
度
か
ら
新
組
織
と
し
て
再
発
足
す
べ
く
準
備
を
整
え
て
き
ま
し
た
史
料
館
友
の
会
に
つ

き
ま
し
て
は
、
稜
々
検
討
の
末
、
史
料
館
並
び
に
史
料
館
周
辺
の
状
況
に
鑑
み
、
ま
こ
と
に
残
念
で
す
が
、
七
月

一
日
を
も

っ
て
正
式
に
解

散
し
ま
し
た
。
会
員
の
皆
様
に
は
個
別
に
ご
連
絡
い
た
し
ま
し
た
が
、
こ
こ
に
改
め
て
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も

『本
庄
村
史
』
完
成
を
第

一
回
線
と
し
、
被
災
地
復
興
の

一
助
と
な
る
べ
く
史
料
館
の
充
実
と
そ
の
存
在
意
義
を
高
め
る
よ

ぅ
、
館
員

一
同
相
携
え
努
力
し
て
参
り
ま
す
の
で
、
今
後
と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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被
災
史
料
の
救
出
と
史
料
館

大

正

美

匡l

史
料
館
訓
館
員

は
じ
め
に

淀
度
7
の
激
震
は
食
い
人
命
と
財
産
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
文
化
財
や
歴
史

遺
産
へ
も
被
害
を
与
え
力
。
史
料
の
救
出
に
は

「非
常
時
に
何
と
悠
長
な
」
と

い
う
戸
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い

。
し
か
し
歴
史
に
学
ぶ
姿
勢
が
欠
落
し
て
い
た

こ
と
が
、
被
害
を
こ
こ
ま
で
大
き
く
し
た

一
因
で
も
あ
っ
た
。
地
震
後
の
宮
崎

辰
雄
前
神
戸
市
長
の
テ
レ
ビ
イ
ン
タ
ビ
ュ

ー
で
印
象
的
な

一
言
が
あ
る
。
「地

漢
が
起
き
る
な
ん
て
夢
に
も
思
わ
な
か

っ
た
」
で
あ
る
。
だ
が
、
四
百
年
前
に

兵
庫
津
が
峻
滅
的
な
被
害
を
受
け
た
地
袋
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
歴
史
上
著
名
な

話
で
あ
か
。
「
四
百
年
前
な
ん
て
大
昔
の
話
を
さ
れ
て
も
」
と
言
う
声
が
あ
る

か
も
し
れ
な
い

。
し
か
し
人
の
一
生
が
八
十
年
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を
も

っ
て

い
る
の
に
、
産
卵
後
の
カ
ゲ
ロ
ウ
は
数
時
間
で
こ
の
世
を
去
る
。
四
百
年
は
地

袋
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い

。

同
時
に
私
た
ち
の
生
活
は
、
歴
史
的
な
営
み
の
積
み
重
ね
に
よ

っ
て
育
ま
れ

た
社
会
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
の
積
み
重
ね
の
記
録
を
失
う
こ
と
は
、
足
元

を
掘
り
崩
さ
れ
る
こ
と
を
帝
M

味
す
る
。
飢
え
や
乾
き
は
短
期
的
に
回
復
す
る
が
、

文
化
を
失

っ
た
乾
き
は
、
長
い
間
じ
わ
じ
わ
と
私
た
ち
を
蝕
む
だ
ろ
う
。
そ
し

て
歴
史
事
実
に
反
し
た
「
常
識
」
の
一
人
歩
き
を
ま
た
討
す
だ
ろ
う
。

地
援
に
限
ら
ず
災
害
は
ま
た
必
ず
や
っ
て
く
る
。
そ
の
日
に
備
え
、
今
回
、

被
災
史
料
を
救
う
た
め
に
、
私
た
ち
が
何
を
し
た
か
、
何
が
で
き
な
か
っ
た
か

を
記
録
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
す
で
に
い
く
つ
か
の
報
骨
が
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
史
料
館
の
被
災
史
料
の
救
出
に
つ
い
て
記
録
に
止
め
た
い
。

被
災
直
後
の
状
況

被
災
直
後
は
ほ
と
ん
ど
救
出
活
動
を
で
き
な
か

っ
た
の
が
実
状
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
史
料
館
の
ス
タ

y
7
が
、
社
会
人
と
し
て
本
来
の
仕
事
を
も
っ
て
い
な

が
ら
、
生
、

a学
習
の
場
と
し
て
迎
営
に
関
わ

っ
て
い
て
、

常
勤
職
貝
が
い
な
い

と
い
う
史
料
館
運
動
の
根
本
に
起
因
し
て
い
る
。
ま
た
ス
タ

y
7
の
中
核
の
二

人
の
自
宅
が
全
壊
し
両
親
を
失

っ
た
こ
と
や
、
ほ
か
の
旦
夕

y
7
の
多
〈
が
比

較
的
遠
方
に
居
住
し
て
い
た
り
、
公
務
只
が
多
か

っ
た
た
め
被
災
者
へ
の
対
応

を
集
中
的
に
巣
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
こ
と
が
あ
る
。
交
通
が
途
絶
し

た
こ
と
、
当
初
は
水
道
、
ガ
ス
な
ど
に
も
事
欠
き
、
地
織
と
の
パ
イ
プ
役
を
期

待
さ
れ
る
自
治
会
長
な
ど
ま
で
遠
方
に
避
難
し
た
こ
と
も
大
き
か

っ
た
。

こ
の
問
、
地
元
在
住
の
道
谷
卓
研
究
員
の
自
宅
に
、
史
料
を
見
て
欲
し
い
と

い
う
依
頼
が
き
た
。
日
常
の
普
及
活
動
を
通
じ
て
彼
を
ご
存
じ
だ

っ
た
方
で
、

避
難
所
か
ら
尋
ね
て
こ
ら
れ
た
。
笑
見
の
結
川
市
、
米
穀
川
附
係
の
前
売
道
具
が
主

で
大
型
民
具
が
多
く
、

一
人
で
は
救
出
や
運
搬
も
ま
ま
な
ら
ず
、
救
出
を
断
念

し
た
。
ほ
か
に
も
民
兵
の
救
出
を
望
む
被
災
者
が
い
る
と
の
情
報
が
あ

っ
た
。

避
難
所
生
活
を
送
り
な
が
ら
、
い
わ
ば
毎
日
の
生
活
が
ど
う
な
る
か
分
か
ら
な

い
中
で
、
史
料
救
出
を
望
ん
だ
市
民
が
い
た
こ
と
は
明
記
し
て
よ
い

。
二
月
に

な

っ
て
歴
史
学
会
が
述
絡
会
を
設
け
、
史
料
救
出
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ

で
あ
る
歴
史
資
料
保
全
情
報
ネ

y
ト
ワ
1
7

(略
称

史

料

ネ

ァ
ト
)
が
誕
生

し
、
尼
崎
市
立
地
成
研
究
史
料
館
に
事
務
局
を
世
い
た
。
遅
れ
て
私
も
参
加
し
、

彼
に
情
報
提
供
を
依
頼
し
て
、
そ
れ
以
前
に
被
災
者
か
ら
救
出
の
要
望
が
あ
っ

た
こ
と
を
知

っ
た
。
初
期
の
対
応
が
遅
れ
た
こ
と
が
悔
や
ま
れ
た
。

話
は
前
後
す
る
が
、
私
自
身
は
勤
務
す
る
神
戸
新
聞
社
の
本
社
ピ
ル
が
使
用

不
能
に
な
り
、
地
震
当
日
か
ら
京
都
新
聞
社
の
協
力
で
新
聞
を
編
集
す
る
た
め

京
都
に
出
掛
け
、

二
月
六
日
ま
で
泊
ま
り
込
ん
だ
。
昼
夜
の
交
替
や
休
み
も
な

3 
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く
直
接
の
救
出
活
動
は
不
可
能
に
な

っ
た
。
こ
の
た
め

一
月
下
旬
か
ら
、
か

つ

て
共
同
で
史
料
翻
査
を
し
た
こ
と
の
あ
る
神
戸
市
立
文
容
館
員
と
述
絡
を
取
り

な
が
ら
、
既
調
査
史
料
の
安
否
硲
認
を
電
話
で
始
め
た
。

東
神
戸
の
既
調
査
史
料
の
う
ち
、
魚
崎
地
区
の
酒
造
家
で
近
世
に
庄
屋
を
務

め
た
家
柄
の
松
尾
仁
兵
衛
家
の
蔵
が
全
壊
し
て
い
た
。
従
業
員
で
は
話
が
つ
か

ず
、
何
度
か
の
電
話
の
末
、
よ
う
や
く
而
識
の
あ

っ
た
仁
兵
衛
氏
と
連
絡
が
と

れ
た
。
仁
兵
衛
氏
も
史
料
の
重
要
性
を
認
識
さ
れ
、
蔵
の
撤
去
を

一
挙
に
す
る

の
で
は
な
く
、
践
の
屋
根
な
ど
を
最
初
に
取
り
除
い
て
、
中
の
物
を
搬
出
し
な

が
ら
撤
去
す
る
よ
う
、
解
体
業
者
と
交
渉
し
て
下
さ
っ
た
。
当
初
、
回
収
す
べ

き
文
書
の
判
断
が
つ
く
研
究
者
の
立
ち
会
い
を
求
め
ら
れ
、
神
戸
市
立
文
明
館

員
に
述
絡
を
と

っ
た
が
、
結
局
は
思
別
の
文
也
収
納
箱
に
入

っ
て
い
た
た
め
に
、

酒
造
会
社
の
社
員
で
も
判
断
が
可
能
で
、
艇
事
回
収
で
き
た
。
ま
た
母
屋
の
二

階
に
決
勝
額
が
ま
と
ま

っ
て
あ
り
、
こ
ち
ら
は
神
戸
市
立
文
羽
館
貝
に
回
収
を

依
頼
し
た
。
か
つ
て
仁
兵
術
氏
に
お
会
い
し
た
時
の
印
象
で
は
、
歴
史
や
史
料

に
も
関
心
の
涼
い
方
だ

っ
た
が
、
史
料
の
救
出
に
つ
い
て
行
政
の
ど
の
部
者
と

相
談
し
た
ら
よ
い
か
、
ご
存
じ
な
か

っ
た
こ
と
が
強
い
印
象
と
し
て
残
っ
た
。

の
ち
に
被
災
史
料
の
巡
回
訓
査
で

一
府
痛
感
す
る
こ
と
だ
が
、
民
間
史
料
の
保

設
に
行
政
が
果
た
す
べ
き
役
制
に
つ
い

て
、
行
政
も
市
民
も
認
識
を
持
っ
て
い

な
い
実
情
が
改
め
て
浮
き
彫
り
に
な

っ
た
。
一

方
、
史
料
の
知
識
が
な
い
人
で

も

一
見
し
て
分
か
る
よ
う
な
専
用
の
文
書
箱
に
古
文
書
を
い
れ
て
管
理
し
て
い

た
こ
と
が
、
史
料
の
救
出
を
容
易
に
し
た
。

な
お
、
深
江
村
庄
屋
や
大
庄
屋
を
務
め
た
永
井
正
治
氏
の
自
宅
は
全
壊
し
た

が
、
十
日
文
告
は
金
庫
に
入
っ
て
い
て
拠
d

事
だ

っ
た
。
電
話
と
訪
問
と
で
確
認
し

た
。
ま
た
史
料
館
自
体
は
建
物
に
は
被
害
は
ほ
と
ん
と
な
か

っ
た
が
、
県
教
育

委
員
会
か
ら
併
用
し
て
展
示
中
の
深
江
北
町
遺
跡
の
土
器
、

特
別
展
中
の
打
出

焼
や
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
が
破
獄
し
、
お
絡
蛸
酬
は
散
乱
し
た
。
た
だ
古
文
書
額
に
は

被
害
は
な
か

っ
た
。

史
料
の
救
出
活
動

前
述
し
た
よ
う
に
二
月
に
は
い
る
と
、
歴
史
学
会
に
よ
る
史
料
放
出
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
が
始
ま
る
。
私
も
明
石
市
の
史
料
救
出
を
皮
切
り
に
、
打
合
会

や
救
出
活
動
に
参
加
、
一
方
史
料
館
も
主
体
的
に
史
料
救
出
を
始
め
た
。
そ
の

最
初
の
も
の
と
し
て
は
四
月
の
本
山
北
町
の
小
林
存
氏
邸
が
あ
る
。
こ
れ
は
地

元
の
方
か
ら
小
林
邸
の
取
り
壊
し
の
情
報
を
頂
き
、
凹
月
二
十
三
日
に
ま
ず
農

具

生

活
用
具
類
六
七
点
を
救
出
し
た
o

中
に
は
あ
ま
り
現
存
し
て
い
な
い
踏

み
車
が
あ
っ
た
。
明
治
十
八
年
の
盤
告
銘
も
あ
る
貴
重
な
も
の
で
、
史
料
館
再

開
に
あ
た

っ
て
二
階
奥
の
部
屋
の
メ
イ
ン
展
示
品
と
し
た
。
さ
ら
に
二
十
六
日

の
再
訪
問
で
、
屋
根
裂
か
ら
近
世
の
大
坂
市
中
の
古
絵
図
や
昭
和
戦
前
期
の
本

山
村
議
会
史
料
な
ど
、
計

一
七
四
点
の
近
世
近
代
史
料
を
救
出
し
た
。
こ
れ
は

和
歌
山
県
立
文
担
館
の
好
意
に
よ

っ
て
世
出
来
処
理
が
行
わ
れ
た
。

こ
の
こ
ろ
か
ら
史
料
ネ
ァ
ト
は
、
既
調
査
史
料
や
情
報
の
寄
せ
ら
れ
た
史
料

の
救
出
だ
け
で
は
な
く
、
地
成
を
巡
回
し
て
史
料
保
全
の
お
願
い
と
安
否
陥
認
、

必
要
な
ら
史
料
救
出
を
行
う
方
向

へ
と
動
い
た
。
そ
の
会
答
に
つ
い
て
は

い
ず

れ
史
料
ネ
y
ト
が
詳
細
な
報
告
白
を
ま
と
め
る
予
定
で
、
当
而
は
注
川
仰
の
文
献

を
参
照
願
い
た
い
が
、
私
は
宝
塚
市
の
担
当
と
な
り
佐
賀
納
氏

(大
阪
市
立
大

学
大
学
院
)
の
統
指
の
も
と
、
市
南
部
全
域
の
巡
回
調
査
と
史
料
放
出
を
行
っ

た
。
米
谷
地
区
の
和
国
家
文
む
の
よ
う
に
、
質
、
量
と
も
市
内
で
最
高
の
史
料

群
が
み
つ
か
り
、
緊
急
整
理
も
行
わ
れ
た
。
神
戸
市
域
の
巡
回
調
査
は
神
戸
大

学
が
中
心
に
な
り
、
適
宜
、
道
谷
卓

・
藤
川
祐
作
望
月
浩
望
月
友
二
と
私

の
五
館
員
が
加
わ

っ
て
救
出
活
動
を
行

っ
た
。
具
体
的
に
は
御
影
本
町
の
山
本

家
(
七
月

一
目、

六
点
)
、
森
北
町
の
藤
本
来

(九
月
九
日
、
八

O
点
)
で
あ

る
。
い
ず
れ
も
神
戸
大
学
が
文
献
類
を
回
収
し
た
の
に
対
し
、
史
料
館
で
は
民

具、や
民
兵
を
回
収
し
た
。
こ
の
う
ち
藤
本
家
か
ら
は
戦
時
下
の
隣
保
組
織
を
歌
っ

た
国
民
歌
謡

「隣
組
」
の
歌
詞
を
刷
り
込
ん
だ
大
政
拠
賛
会
の
湯
呑
茶
碗
を
救

出
し
、
再
開
の
企
画
展
で
展
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
史
料
館
に
直
接
情

-4-
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報
の
あ
っ
た
も
の
と
し
て
、
定
尾
家
が
あ
り
、
藤
川
研
究
員
が
生
活
道
具
二
六

点
救
出
し
た

(八
月
五
日
)。

民
具
類
の
救
出
は
自
治
体
も
大
学
も
、
尻
込
み

し
が
ち
な
た
め
、
意
識
し
て
積
極
的
に
回
収
し
た
。
そ
れ
は
史
料
館
の
特
色
で

あ
る
と
同
時
に
、
生
活
史
の
復
元
研
究
は
モ
ノ
と
文
献
の
双
方
が
必
要
で
あ

る
こ
と
を
強
調
し
た
か
っ
た
た
め
で
も
あ
る
。

課
題
と
展
望

以
上
の
よ
う
に
史
料
館
の
史
料
救
出
は
、
史
料
ネ
ァ
ト
の
活
動
を
支
え
、
ま

た
は
補
完
す
る
形
で
、
自
治
体
の
行
政
区
域
を
越
え
て
行
っ
た
。
あ
く
ま
で
補

完
で
成
果
は
限
定
さ
れ
十
分
と
は
い
え
な
い

。
立
上
が
り
が
早
け
れ
ば
、
も
っ

と
史
料
は
救
出
で
き
た
。
ま
た
今
と
な
っ
て
は
、
史
料
ネ

y
ト
の
補
完
で
は
な

く
、
独
自
に
巡
回
調
査
を
す
る
な
ど
よ
り
主
体
的
な
活
動
を
す
べ
き
だ
っ
た
と

思
う
。
た
だ
一
連
の
活
動
を
通
じ
て
感
じ
た
の
は
、
歴
史
学
が
民
衆
か
ら
速
く

掛
け
維
れ
て
い
る
と
批
判
さ
札
て
久
し
い
が
、
史
料
救
出
と
保
存
も
地
域
諸
活

が
重
要
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
史
料
ネ
ァ
ト
が
最
初
に
史
料
放
出
を
行
う
の
は
二
月
十
三
日
で

あ
り
、
地
袋
発
生
よ
り
一
か
月
を
要
し
た
。
そ
れ
は
研
究
者
側
に
「
こ
ん
な
非

常
時
に
史
料
救
出
を
話
題
に
出
せ
ば
被
災
者
か
ら
批
判
を
浴
び
る
」
と
い
う
踏

路
が
あ
っ
た
こ
と
も
一
悶
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
史
料
館
に
は
そ
れ
以
前
に
史

料
救
出
依
頼
が
来
て
い
た
の
で
あ
り
、
被
災
市
民
の
中
に
史
料
救
出
の
要
望
が

あ

っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
は
伊
丹
市
で
の
事
例
だ
が
、
郷
土
史

家
と
い
わ
れ
る
地
肢
の
研
究
者
が
、
顔
見
知
り
の
旧
家
を
見
舞
い
を
兼
ね
て
訪

問
し
、
多
く
の
史
料
を
救
出
し
た
。
東
灘
区
本
山
北
町
の
小
林
家
の
史
料
救
出

で
は
、
段
初
に
情
報
を
も
ら

っ
た
段
階
で
は
史
料
館
と
し
て
対
応
が
で
き
る
か

微
妙
で
、
史
料
ネ

y
ト
の
迎
絡
先
を
伝
え
た
が
、
史
料
ネ

y
ト
に
は
相
談
が
行

か
ず
、
史
料
館
の
動
き
を
待
っ
て
い
た
と
い
う
事
例
も
あ
っ
た
。

住
民
意
識
と
し
て
は
、
や
は
り
他
の
自
治
体
や
大
学
な
ど
専
門
機
関
に
は
飛

び
込
み
で
は
相
談
し
に
く
い
と
い
う
心
理
が
働
く
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
地

域
に
諸
活
し
つ
つ
大
学
な
ど
専
門
機
関
と
述
例
を
保
っ
た
活
動
の
重
要
さ
、
そ

し
て
日
常
活
動
の
積
み
重
ね
こ
そ
が
、
危
機
状
況
で
生
き
て
く
る
こ
と
を
改
め

て
痛
感
し
た
。
そ
れ
は
今
後
の
活
動
の
在
り
方
、
史
料
館
運
動
、
ひ
い

て
は
歴

史
学
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
問
い
に
も
ヒ
ン
ト
を
提
供
す
る
だ
ろ
う
。

な
お
館
員
が
集
ま
れ
な
い
よ
う
な
初
期
の
段
階
で
、
全
国
歴
史
資
料
保
存
利

用
機
関
連
絡
協
議
会

(略
称

会
史
料
協
)
が
関
東
か
ら
も
史
料
館
の
様
子
を

見
に
き
て
頂
き
、
お
見
舞
い
や
整
理
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
申
し
出
を
い
た
だ
い

た
。
末
筆
な
が
ら
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

ω
奈
良
大
学
保
存
利
学
研
究
室

「阪
神
淡
路
大
震
災
被
災
文
化
財
リ
ス
ト
」

(日
本
文
化
財
科
学
学
会

『会
報
』
二
九
)
、
日
本
建
築
学
会
近
鍛
支
部

『
阪
神

大
震
災
歴
史
的
建
造
物
被
災
調
査
報
告
』
な
ど
。

ω
稲
祥
寺

「
当
山
府
代
」
(
『歴
史
と
神
戸
』
六
七
)
。

ω
阪
神
大
震
災
対
策
歴
史
学
会
連
絡
会

『
阪
神
淡
路
大
震
災
歴
史
と
文
化
を

い
か
す
街
づ
く
り
ン
ン
ポ
ジ
ウ
ム
記
録
集
』
、
藤
田
明
良

「阪
神
淡
路
大
震
災
と

服
史
資
料
救
出
活
動
」

『
日
本
史
研
究
』
三
九
二
l
三
九
回
、
辻
川
教
「
阪
神

淡
路
大
袋
災
に
よ
る
歴
史
資
料
の
被
災
と
救
済
活
動
」『
歴
史
学
研
究
』
六
七
五
、

佐
賀
川
制

「阪
神
大
震
災
に
よ
る
被
災
歴
史
資
料
救
出
の
活
動
に

つ
い
て
」『
関
西

司
法
研
究
会
ニ
ュ
ー
ス
』
八
、
同
「
阪
神
淡
路
大
震
災
に
よ
る
被
災
歴
史
資
料

救
出
の
活
動
」
『
隔
地
史
時
論
』
五
回
二
、
森
下
徹

「阪
神
大
震
災
に
よ
る
被
災
服

史
資
料
と
そ
の
救
出
活
動
」
『地
方
史
研
究
』
二
五
五
、
武
田
信

一
「淡
路
尚
に

お
け
る
被
災
文
化
財
の
救
出
に

つ
い
て
」

『
同
』
二
五
六
、
見
城
悌
治
「
被
災
地

に
お
け
る

『鹿
史
と
文
化
を
生
か
し
た
街
づ
く
り
』
と
は
」

『向
』
二
五
七
、
大

国

「被
災
史
料
の
救
出
と
史
料
保
存
を
め
ぐ
っ
て
」
向
。
ま
た
尼
崎
市
立
地
域
研

究
史
料
館

『地
域
史
研
究
』
七
三
が
特
集
を
組
み
詳
細
な
文
献
目
録
を
掲
載
し
て

い
る
。

ω
一
九
九
五
年
九
月
一
一
一
日
付
の
神
戸
、
毎
日
、
読
売
、
産
経
の
各
紙

朝
刊
、
同
三
O
日
付
朝
日
新
聞
朝
刊
。

ω
祢
戸
新
聞

一
九
九
五
年
九
月
十
三
日
付
朝
刊
。
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神
戸
市
東
灘
区
旧
本
庄
村
の

地
蔵
盆
に
つ
い
て

望

月

I告

史
科
飢

i
一打
研
究
口

て
は
じ
め
に

去
る

一
九
九
五
年

一
月
十
七
日
に
、
神
戸
阪
神
地
方
を
中
心
に
大
規
模
な
地

提
が
お
そ
っ
た
。
神
戸
深
江
生
活
文
化
史
料
館
の
付
近
も
多
く
の
家
屋
が
壊
れ
、

多
数
の
噂
い
人
命
が
失
わ
れ
た
。
亡
く
な
ら
れ
た
方
に
は
お
憐
ゃ
み
を
申
し
上

げ
、
被
災
さ
れ
た
方
に
は
心
よ
り
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

今
回
報
告
す
る
の
は
、
旧
本
庄
村
の
民
俗
調
査
の

一
政
で
、

一
九
九
閲
年
の

八
月
二
十
三
、
四
日
に
行
っ
た
地
球
銑
の
笑
叫
訊
査
を
行

っ
た
結
果
で
あ
る
。

多
く
の
民
俗
的
行
事
が
市
街
地
で
消
え
て
い
く
中
で
、
こ
の
地
蔵
盆
の
行
事
は
、

比
較
的
地
元
の
人
々
に
密
着
し
た
形
で
行
わ
れ
て
い
た
。

な
お
、
各
地
蔵
の
祭
紀
物
の
形
態
に
つ
い
て
は
、
本
誌
十
九
号
の
拙
稿

「神

戸
市
東
灘
区
深
江
地
域
の
路
傍
の
石
造
遺
物
調
査
報
告
」
を
参
照
し
て
い
た
だ

き
た
い
。

二
、
旧
本
庄
村
の
歴
史
的
観
観

旧
本
庄
村
は
現
在
の
行
政
地
名
で
い
う
と
、
神
戸
市
東
灘
区
本
庄
町

深

江

北

町

深

江

本

町

深

江

南

町

本

山
南
町

北
青
木
背
木
に
あ
た
る
。
近

世
に
は
、
西
か
ら

西

背

木

青

木

深
江
の
村
々
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
背
木

深

江

の

村

は

、

森

中

野

小

路

北

畑

田

辺

(
い
ず
れ
も
現
神
戸
市
東
灘

区
)
三
条
津
知
(
い
ず
れ
も
現
芦
屋
市
)
と
と
も
に
本
庄
九
カ
村
と
呼
ば

れ
て
い
た
。
西

背

木

は

、

問

本

野

寄

問

中

住

吉

魚

崎

・

横

屋

(
い
ず

れ
も
現
神
戸
市
東
灘
区
)
と
と
も
に
、

山
路
庄
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
元
利
元

(
一
六

一
五
)
年
に
は
尼
崎
務
領
に
な
り
、
そ
の
後
、
明
和
六

(
一
七
六
九
)

年
に
天
領
に
な
っ
た
。
近
代
に
入
り
、
明
治
二
十
二
年
四
月

一
日
に
本
庄
村
が

成
立
し
た
。
昭
和
二
十
五
年
十
月
十
日
に
神
戸
市
に
合
併
し
、
東
瀧
区
の
一
部

と
な
っ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

各
村

(西
背
木

・
背

木

深

江

)
そ
れ
ぞ
れ
鎮
守
村
が
あ
る
が

(西
背
木

春
日
神
材
、

背
木
l
八
坂
村
材
、
深
江
l
大
日
盆
女
神
社
)
、
さ
ら
に
広
い
地

域
的
辿
挑
の
材
相
が
あ
る
。
酋
背
木
は
住
吉
神
相
の
氏
子
地
で
、
背
木
深
江

は
近
代
に
い
た
る
ま
で
稲
荷
神
社
と
保
久
良
神
村
の
氏
子
地
で
あ
っ
た
。
し
か

し、

明
治
五
年
に
と
ち
ら
か
の
氏
子
地
を
選
ぱ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
古

木
と
深
江
は
稲
荷
神
社
の
氏
子
地
と
な
っ
た
。

寺
は
各
村
に

1
カ
寺
ず
つ
あ
り
、
(商
事
H

木
l
商
林
苛
、
青
木
担
宝
寺
、

深
江
i
正
寿
寺
)
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
浄
土
真
宗
で
あ
る
。

各
村
と
も
戦
後
は
市
街
地
化
し
て
い
る
が
、
戦
前
は
西
官
木
は
州
版
業
、

町刊
木

深
江
は
漁
業
が
王
な
産
業
の
村
で
あ

っ
た
。
現
在
は
股
業
漁
業
と
も
ほ
と

ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

6 

=
一、
深
江
地
区

①

本
王
寺
地
蔵

〈
所
在
地
〉
深
江
北
町
四
丁
目
五
白
鴎
析
の
す
ぐ
束
、
高
橋
川
街
。
南
向
き
。

八
管
理
者

・
世
話
人
〉
自
治
会
で
管
理
世
話
を
し
て
い
る
。
〈
祭
記
物
の
形

態

V
地
磁
石
仏

2
器
。
〈
付
属
施
設
〉
木
製
澗
。
〈
御
利
益
〉
子
供
の
相
病
息

災
。
〈
杷
ら
れ
た
時
期
と
い
わ
れ
〉
川
か
ら
流
れ
て
き
た
物
を
犯
っ
た
と
い
わ

れ
て
い
る
。

〈
地
蔵
盆
の
梯
子

V
提
灯
で
飾
り
付
け
を
し
、
お
供
え
を
す
る
。

小
さ
い
縁
日
風
の
庖
を
近
所
の
人
が
出
し
て
、
子
供
を
喜
ば
せ
る
。
盆
踊
り
を

し
た
年
も
あ
っ
た
。

※
こ
の
地
蔵
さ
ん
に
つ
い
て
は
、
森
尚
美
氏
の
調
貨
に
よ
る
。
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地蔵盆は子供が主役 (深江地区h①)

②

名
称
は
特
に
な
し

〈
所
在
地
V
深
江
北
町
四
丁
目
七
市
栃
川
と
要
玄
寺
川
の
合
流
地
点
北
側
。

北
向
き
。
八
管
理
者

・
世
話
人
V
近
所
の
人
十
人
ほ
ど
で
世
話
を
し
て
い
る
。

深
江
市
場
の
人
が
多
い

。
〈
祭
記
物
の
形
態
V
仏
像
が
陽
刻
さ
れ
た
板
間
i
基

と

一
石
五
輪
塔
2
基
。
〈
付
属
施
設
V
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
絢
。
〈
御
利
益
V

商
売
繁
盛
。
〈
記
ら
れ
た
時
期
と
い
わ
れ
〉
五
十
年
く
ら
い
前
に
配
ら
れ
た
と

い
う
。
〈
地
蔵
盆
の
様
子
V
提
灯
で
飾
り
付
け
を
し
、
お
供
え
を
す
る
。
二
十

四
日
の
晩
の
七
時
か
ら
九
時
ま
で
盆
踊
り
を
す
る
。
洞
前
が
小
さ
い
広
場
に
な
っ

て
い
る
。
特
に
決
ま
っ
た
陶
は
な
く
、
ア
ニ
メ
な
ど
を
主
体
に
音
楽
を
か
け
る
。

二
十
三
日
に
は
五
、
六
人
の
人
が
御
詠
歌
を
あ
げ
に
来
て
い
た
。
数
珠
繰
り
は

行
わ
な
い
。
〈
話
者
〉
奥
桝
氏
。

③

延
光
地
蔵
尊

〈
所
在
地
〉
深
江
北
町
四
丁
目
八
阪
神
掛
川
市
十
深
江
駅
北
、
稲
荷
筋
か
ら
西
へ

路
地
を
入

っ
た
と
こ
ろ
。
東
向
き

(元
は
南
向
き
)。

〈
管
理
者

・
世
話
人
〉

建
部
家
で
主
に
管
理
。
関
山

(
元
建
都
家
の
娘
)

阿

比
留
・
建
部
前
水
氏

ら
近
所
の
主
婦
で
世
話
。
〈直
木
記
物
の
形
態
〉
地
蔵
石
仏
l
基
。
〈
付
属
施
設

V
木
製
洞
。
八
御
利
益
V
子
供
の
病
気
。

八
記
ら
れ
た
時
期
と
い
わ
れ
V
元
は

す
ぐ
北
側
に
南
向
き
に
所
在
し
て
い
た
。
平
成
二
年
四
月
に
移
動
。
地
蔵
は
南

か
東
向
き
が
良
い
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
、
東
向
き
に
な
る
。
そ
の
前
は
川
沿

い
に
あ
っ
た
も
の
を
話
者

(昭
七
生
)
の
父
が
拾

っ
て
き
て
肥

っ
た
の
が
始
め

(昭
和
初
め
頃
か
)。

昭
和
十

一
年
八
月
の
字
が
也
か
れ
た
務
銭
箱
あ
り
。
空

襲
の
時
も
、
地
蔵
さ
ん
の
ご
利
益
か
、

付
近
は
焼
け
残
っ
た
と
い
う
。
〈
地
蔵

盆
の
様
子
V
提
灯
で
飾
り
付
け
を
し
、
お
供
え
を
す
る
。
二
十
四
日
の
朝
に
は
、

御
詠
歌
を
あ
げ
に
十
人
ぐ
ら
い
が
回
っ
て
き
た
。

一
昨
年

(一

九
九
三
)
は
垂

水
か
ら
一
人
だ
け
来
た
。
今
年
は
(
一
九
九
四
)
来
な
い

。
数
珠
繰
り
は
話
者

の
子
供
の
時
に

一
度
だ
け
し
た
こ
と
が
あ
る
。
昭
和
二
十
五
、
六
年
ぐ
ら
い
ま

で
、
盆
踊
り
を
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
大
阪
の
松
屋
町
ま
で
お
も
ち
ゃ
を
買
っ
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て
き
て
子
供
ら
に
配
る
。
他
に
お
梨
子
も
お
下
が
り
と
し
て
配
る
。一

軒
ず
つ

精
霊
を
そ
れ
ぞ
れ
の
家
に
か
け
て
い
た
こ
と
も
あ
る
。
〈
話
者
V
関

山

阿

比

留
・
建
部
氏

④

名
称
は
特
に
な
し

〈
所
在
地

V
深
江
北
町
三
丁
目
四
阪
神
電
車
深
江
駅
北
、
稲
荷
筋
か
ら
京
へ

路
地
を
入
っ
た
と
こ
ろ
。
南
向
き
。
〈
管
理
者
・
世
話
人
V
難
波
家
で
管
理
。

世
話
も
主
に
銚
波
家
で
し
て
い
る
が
、
地
蔵
設
な
ど
の
時
に
は
、
近
所
の
人
も

手
伝
っ
て
く
れ
る
。
八
祭
杷
物
の
形
態
V
完
形
の

一
石
五
輪
塔
l
器
と
空
間
肌
輸

の
み
の

一
石
五
輪
塔
l
器
。
八
付
属
施
設
〉
木
製
柄
。
〈
御
利
益
V
い
ろ
い

ろ
。

〈
杷
ら
れ
た
時
期
と
い
わ
れ
〉
縦
波
氏
は
土
建
会
社
を
判
白
ん
で
い
て
、
五
十
七
、

八
年
前
に
、
向
か
っ
て
左
側
の
完
形
の
一
石
五
輪
塔
を
、
高
橋
川
の
工
事
中
に

拾
い
あ
げ
た
。
そ
し
て
三
年
後
に
は
、
空
風
輪
だ
け
の

一
石
五
輪
塔
を
拾
い
あ

げ
た
。
最
初
は
自
宅
の
庭
で
肥
っ
て
い
た
。
戦
時
中
に
は
一
緒
に
疎
開
も
し
て

い
た
。
十
年
ほ
ど
前

(昭
和
六
O
ご
ろ
か
)
か
ら
現
在
の
地
へ
配
る
よ
う
に
な
っ

た
。
八
地
蔵
盆
の
桜
子
V
昔
は
数
珠
繰
り
を
し
て
い
た
こ
と
も
あ
る
。
大
師
講

で
御
詠
歌
を
あ
げ
る
人
が
毎
年
来
て
い
た
。
今
は
テ
l
プ
を
か
け
て
い
る
。
子

供
ら
に
は
お
供
え
の
お
下
が
り
を
渡
す
。
提
灯
で
飾
り
付
け
を
し
、
お
供
え
を

す
る
。
〈
話
者
V
雌
彼
氏
。

⑤

不
明

〈
所
在
地
V
深
江
北
町
五
丁
目
二

阪
神
電
車
深
江
駅
西
の
踏
切
の
北
西
角
。

東
向
き
。
八
管
理
者
・
世
話
人
V
不
明
。
〈
祭
杷
物
の
形
態
V
地
蔵
座
像
石
仏

i
基
。
〈
付
属
施
設
〉
木
製
利
。
〈
御
利
益
V
不
明
。
〈
杷
ら
れ
た
時
期
と
い

わ
れ
V
不
明
。
八
地
蔵
盆
の
織
子
〉
特
に
何
も
行
わ
な
い
。

⑤

鼠

り
松
地
蔵

八
所
在
地
V
深
江
本
町
三
丁
目
四
旧
一
次
街
道
と
高
橋
川
の
交
差
す
る
と
こ
ろ
、

北
東
角
。
南
西
向
き
。
〈
管
理
者
・

世
話
人
〉
不
明
。
〈
祭
杷
物
の
形
態
〉
地

蔵
立
像
石
仏
l
基
と

一
石
五
輪
略

ω基
(残
欠
含
む
)。

〈
付
属
施
設
V
コ
ン

ク
リ
l
ト
製
の
一
刷
。
〈
御
利
益
V
不
明
。
〈
杷
ら
れ
た
時
期
と
い
わ
れ
〉
付
近

に
散
在
し
て
い
た
も
の
を
、
今
の
よ
う
に
集
め
た
と
言
う
話
と

、
高
橋
川
の
改

修
工
事
の
時
に
出
土
し
た
も
の
を
杷
っ
た
、
と
い
う
話
が
残
っ
て
い
る
。
〈
地

蔵
盆
の
様
子
V
提
灯
で
飾
り
付
け
を
し
、
お
供
え
を
す
る
。

⑦

名
称
は
特
に
な
し

〈
所
在
地
〉
深
江
北
町
二
丁
目

一

東
灘
小
学
校
南
東
角
、
阪
神
電
車
線
路
沿

い
北
側
。
東
向
き
。
〈
管
理
者
・
世
話
人
V
近
所
の
家
十
一
軒
ほ
ど
で
世
話
を

す
る
。
八
祭
記
物
の
形
態
〉
光
背
を
備
え
た
阿
弥
陀
如
来
座
像
I
器。

〈
付
属
施
設
〉
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
洞
。
〈
御
利
益
V
不
明
。
〈
紐
ら
れ
た
時

期
と
い
わ
れ
〉
昭
和
五
O
年
明
、
現
在
地
よ
り
東
の
踏
切
の
少
し
雨
で

、
下
水

道
工
事
を
し
て
い
る
と
き
に
、
出
土
し
た
。
そ
の
後
地
銀
祭
を
し
て
も
ら
い
、

現
在
地
へ
配
ら
れ
る
。
拘
ん
で
く
れ
た
霊
験
の
あ
る
人
は
、
「
こ
の
仏
は
芦
屋

城
の
ふ
も
と
に
道
標
と
し
て
刷
っ
て
い
た
も
の
で
、
六
百
年
ぐ
ら
い
前
の
物
。

そ
れ
が
流
さ
れ
て
き
た
」
と
言
い
、

「隣
保
全
体
で
配
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
言
っ

た
。
政
初
出
土
し
た
時
は
た
だ
の
石
柱
で
あ
っ
た
が

、
だ
ん
だ
ん
と
輪
郭
が
出

て
き
て
、
今
の
よ
う
な
仏
像
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
八
地
蔵
盆
の
梯
子
V

徒
灯
で
飾
り
付
け
を
し
、
お
供
え
を
す
る
。
五
、
六
人
で
御
詠
歌
を
あ
げ
る

(深
江
南
町
付
近
の
人
)

O

二
十
三

二

十
四
日
の
晩
に
子
供
た
ち
に
お
下
が

り
を
配
る
。

③

北
の
地
蔵
さ
ん

八
所
在
地
〉
深
江
本
町
三
丁
目
七
通
称
札
場
筋
沿
い
の
西
の
歩
道
上
。
京
向

き
。
〈
管
理
者
・
世
話
人
V
磯
野
家
で
管
理
世
話
。
近
所
の
人
も
世
話
を
す

る
。
〈
祭
記
物
の
形
態
〉
石
仏
I
北
昔、

一
石
五
輪
場
5
器
、
反
花
の
あ
る
基
担

l
基
。
〈
付
属
施
設
V
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
絢
。
〈
御
利
益
〉
交
通
事
故
に
あ

わ
な
い
。
子
安
地
蔵
。
〈
記
ら
れ
た
時
期
と

い
わ
れ
V

「
北
の
地
蔵
さ
ん
」
と

は
、
昔
、
現
在
地
付
近
が
集
落
の

一
番
北
の
端
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
う
呼
ば
れ

て
い
た
。
最
初
は
西
向
き
で
あ
っ
た
が
、
道
路

(札
場
筋
)
が
広
が
っ
た
た
め
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東
向
き
に
変
わ
っ
た
。
石
仏
は
戦
災
の
時
に
首
が
務
ち
た
の
で
、
戦
後
つ
け
直

し
た
。
澗
内
の

一
っ
か
二
つ
は
、
高
橋
川
か
ら
持
っ
て
き
た
と
い
う
。
一

帯
古

い
の
は
石
仏
。
磯
野
家
で
は
屋
敷
内
で
稲
荷
さ
ん
を
肥
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
る

が
、
そ
の
時
の
ご
神
体
の

一
石
五
輪
塔
2
基
を
、
今
の
絹
内
に
同
居
さ
せ
た

(洞
内
向
か
っ
て
右
の
奥
の

2
基
)。

〈
地
蔵
盆
の
様
子

V
提
灯
で
飾
り
付
け

を
し
、
お
供
え
を
す
る
。
小

さ

い

お

臓

に

、

ご

飯

出

物

ふ

な

す

ピ

ー

マ
ン
な
と
を
蝶
り
付
け
し
て
供
え
る
。
昔
は
数
珠
繰
り
を
し
て
い
た
(
大
正

昭
和
初
期
の
こ
と
で
、
戦
後
は
行
っ
て
い
な
い
)
。
数
珠
は
磯
野
家
で
保
管
し

て
い
た
が
、
筆
者
の
調
査
時
に
神
戸
深
江
生
活
文
化
史
料
館
に
寄
贈
。
子
供
も

大
人
も
混
じ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
時
に
御
詠
歌
は
あ
げ
な
か
っ
た
。
日鉱

踊
り
も
し
な
か
っ
た
。
お
供
え
を
し
て
く
れ
た
人
に
は
、
お
下
が
り
を
二
十
四

日
の
午
後
に
配
る
。
子
供
ら
に
は
、

二
十
四
日
夕
方
七
時
頃
ま
で
に
お
下
が
り

を
配
る
。
四
人

一
組
で
御
詠
歌
を
あ
げ
に
く
る
人
が
い
た
。
昨
年
(
一
九
九
四
)

は
来
な
か

っ
た
。

八
話
者

V
磯
野
氏
。

⑨

北
町
地
蔵

八
所
在
地

V
深
江
北
町
二
丁
目
十
本
庄
町
中
公
闇
市
路
地
入
口
。
北
向
き
。

〈
管
理
者

・
世
話
人

V
近
所
の
人
で
世
話
管
理
。
八
祭
記
物
の
形
態
V
一
石

五
輪
塔
2
恭
。
八
付
属
施
設

V
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
刷
。
〈
御
利
益

V
不
明
。

〈
記
ら
れ
た
時
期
と
い
わ
れ

V
提
灯
に
は
「
北
町
地
蔵
」
と
脅
か
れ
て
い
る
が
、

特
に
名
前
は
な
い
と
い
う
。一
冗
は
こ
の
付
近
は
、
札
場
と
い
う
地
名
で
あ
っ
た

の
で
、
「
札
場
地
蔵
」
と
呼
ん
だ
こ
と
も
あ
っ
た
。
昭
和
二
十
七
年
頃
に
、
近

く
の
人
が

、
深
江
の
浜
に
打
ち
上
が
っ
て

い
る
の
を
拾
い
あ
げ
て
、
記
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
締
り
松
地
蔵
か
ら
譲
っ
て
も
ら
っ
た
と
い
う
話
も
残
っ

て
い
る
。
〈
地
蔵
盆
の
様
子

V
提
灯
で
飾
り
付
け
を
し
、
お
供
え
を
す
る
。
提

灯
に
は
新
し
く
子
供
が
生
ま
れ
た
家
が
、
そ
の
子
供
の
名
前
を
書
い
て
奉
納
す

る
。
毎
年
そ
の
ま
ま
そ
の
提
灯
は
、
地
蔵
盆
の
時
に
は
ぶ
ら
下
げ
ら
れ
る
。
中

に
は
二
0
年
間
ぶ
ら
下
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
二
十
三
二
十
四
日
に

は
、
お
下
が
り
を
子
供
ら
に
配
る
。
以
前
は
絢
の
路
地
奥

(西
側
)
で
や
ぐ
ら

を
組
ん
で
、
鏡
獅
り
や
仮
装
大
会
を
行
っ
て
い
た
。
二
、
三
年
前
ま
で
は
、
制

の
す
ぐ
前
の
道
路
で
子
供
ら
が
盆
踊
り
を
し
て
い
た
。
数
珠
繰
り
も
行
っ
て
い

た

(五
、
六
年
前
ま
で
)。

数
珠
は
保
管
さ
れ
て
い
る
。
数
珠
繰
り
は
、
御
詠

歌
を
あ
げ
な
が
ら
、
子
供
も
大
人
も
混
じ
っ
て
行
わ
れ
た
。
回
し
て
い
る
と
き

に
大
き
い
玉
が
自
分
の
と
こ
ろ
に
く
る
と
、
そ
の
玉
を
体
の
悪
い
と
こ
ろ
に
当

て
た
。
ま
た
背
中
に
指
圧
の
よ
う
な
感
じ
で
押
し
付
け
た
り
も
し
た
。

⑩

辰
巳
地
蔵
尊

八
所
在
地

V
深
江
本
町
二
丁
目
三
栄
公
園
の
束
、
浜
街
道
が
国
道
四
十
一二
号

線
に
合
流
す
る
と
こ
ろ
。
南
向
き
。
〈
管
理
者
・
世
話
人
〉
近
所
の
人
十
人
ぐ

ら
い
で
世
話
。
毎
朝
水
や
花
を
代
え
て
い
る
。
位
話
人
の
中
心
は
天
王
寺
谷
氏
。

八
祭
記
物
の
形
態
V
阿
弥
陀
如
来
座
像
が
陽
刻
さ
れ
た
板
碑

l
器
、
光
背
を
備

え
た
阿
弥
陀
如
来
石
仏
が

6
器
、

一
石
五
輪
塔
が

3
悲
、
地
蔵
石
仏
が

1
基
。

八
付
属
施
設

V
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
洞
。
八
御
利
益
V
何
で
も
問
い
て
く
れ
る

の
で
遠
方
か
ら
も
参
る
。
こ
の
辺
り
は
事
故
が
お
き
な
い
。
〈
杷
ら
れ
た
時
期

と
い
わ
れ

V
百
年
以
上
も
前
か
ら
あ
る
と

い
わ
れ
て
い
る
。
元
は
栄
公
幽
の
凶

に
あ
っ
た
。
浜
街
道
沿
い
北
側
に
あ
っ
た
が
、
道
路
が
拡
張
さ
れ
て
道
の
真
ん

中
に
残
さ
れ
た
た
め
、
昭
和
五
十
五
年
十
二
月
二
十

一
日
に
現
在
地
へ
移
動
し

た
。
新
し
い
地
蔵
石
仏

l
基
は
、
深
江
本
町
の
塞
の
神
の
隣
に
あ
っ
た
も
の
で
、

塞
の
神
は
大
日
笠
女
神
社
に
合
柁
さ
れ
、
平
成
五
年

一
月
三
十
日
に
地
蔵
石
仏

は
現
在
地
へ
移
動
さ
れ
た
。
八
地
蔵
盆
の
様
子
V
昔
は
、
役
眠
削
り
や
数
珠
繰
り

(
子
供
だ
け
)
を
し
て
い
た
。
今
は
、
提
灯
(
子
供
の
名
前
が
脅
か
れ
て
い
る
)

で
飾
り
付
け
を
し
、
お
供
え
を
す
る
。
お
供
え
は
お
下
が
り
と
し
て
子
供
ら
に

配
る
。
昔
の
お
下
が
り
は
芋
や
豆
で
あ
っ
た
。
御
詠
歌
を
浜
の
方
か
ら
あ
げ
に

く
る
人
が
い
た
が
、
昨
年

(一

九
九
四
)
は
来
ず
。
数
珠
は
神
戸
深
江
生
活
文

化
史
料
館
に
笥
問
。
〈
話
者
〉
天
王
寺
谷
氏
。

⑪

不
明
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〈
所
在
地
〉
深
江
本
町
三
丁
目
一
大
日
公
園
南
西
の
国
道
四
十
三
号
線
北
側
。

南
向
き
。
〈
管
理
者
・
世
話
人
V
不
明
。
〈
祭
記
物
の
形
態
〉
長
足
形
の
一
石

五
輪
塔
の
地
輪
部
の
上
に
地
蔵
石
仏
の
頭
部
l
基
と
雌
神
像
l
基
。
〈
付
属
施

設
〉
木
製
洞
。
八
御
利
益
V
不
明
。
〈
記
ら
れ
た
時
期
と
い
わ
れ
V
不
明
。
〈

地
蔵
盆
の
柑
帽
子
V
提
灯
で
飾
り
付
け
を
し
、
お
供
え
を
す
る
。

⑫
福
徳
地
蔵
尊

八
所
在
地
V
深
江
南
町
三
丁
目
凹
図
遊
山
十
三
号
線
開
の
迎
祢
札
場
筋
束
沿

い
。
西
向
き
。
〈
管
理
者
・
世
話
人
V
普
段
は
、
小
林
中
本

中
一
曲
家
で
世

話

管

理

。
地
蔵
金
の
時
に
は
近
所
の
人
も
世
話
を
す
る
。
〈
祭
肥
物
の
形
態

〉
一
石
五
輪
培
5
器
、
光
背
を
備
え
た
石
仏

2
基
、
仏
像
が
陽
刻
さ
れ
た
一
石

五
輪
培
の
地
輪
部
l
基
。
〈
付
属
施
設
V
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
柄
。
八
御
利
益

V
何
で
も
聞
い
て
く
れ
る
。
い
ろ
い
ろ
。
〈
記
ら
れ
た
時
期
と
い
わ
れ

V
い
つ

頃
か
ら
か
わ
か
ら
な
い
が
、
昭
和
初
期
以
前
か
ら
は
犯
ら
れ
て
い
た
。
戦
後
、

す
ぐ
北
の
せ
ん
た
く
屋
さ
ん
付
近
か
ら
移
動
し
た
。
土
中
か
ら
で
て
き
た
と
も

一
言
わ
れ
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
閤
苦
か
ら
人
々
を
放
っ
て
く
れ
る
の
で

、
稲
徳

地
蔵
尊
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
〈
地
蔵
盆
の
様
子
〉
提
灯
で
飾
り
付
け

を
し
、
お
供
え
を
す
る
。
提
灯
は
子
供
が
生
ま
れ
た
家
か
ら
奉
納
さ
れ
る
。
お

供
え
は
、
背
は
品
物
だ

ワ
た
が
、
今
は
お
金
が
多
く
な
っ
た
。
化
胞
は
数
珠
繰
り

を
し
て
い
た
。
御
詠
歌
を
あ
げ
に
、
深
江
の
人
二
人
、
他
地
区
の
人

(元
は
深

江
に
住
ん
で
い
た
)
一

人
が
、
毎
年
来
て
い
た
。
昨
年

(一

九
九
四
)
は
来
ず
。

二
十
四
日
に
は
お
下
が
り
を
子
供
ら
に
配
る
。
数
珠
繰
り
の
数
珠
は
三
木
さ
ん

が
持
っ
て
い
た
。
〈
話
者
〉
小
林
中
本
氏
。

⑬
塩
崎
さ
ん

八
所
在
地
〉
深
江
南
町
=
一
丁
目

一
公
衆
電
話
の
横
。
北
西
向
き
。
八
管
理
者

・
世
話
人
V
塩
崎
家
で
管
理
世
話
。
〈
祭
杷
物
の
形
態
V
地
蔵
石
仏
l
器
。

〈
付
属
施
設
V
木
製
一刷
。
八
御
利
益
〉
子
供
の
無
病
息
災
。
八
杷
ら
れ
た
時
期

と
い
わ
れ
V
塩
崎
氏
の
先
代
は
漁
師
で
、
イ
カ
ナ
ゴ
の
加
工
を
し
て
い
た
。
元

々
、
塩
崎
家
の
中
で
地
蔵
さ
ん
を
肥
っ
て
い
た
が
、
昭
和
二
十
五
年
頃
に
外
に

出
し
て
把
る
よ
う
に
な
っ
た
。
先
代
が
車
か
ら
落
ち
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
き
、

地
蔵
も
割
れ
て
い
た
と
い
う
。
地
蔵
さ
ん
を
つ
く
っ
た
の
は
、
昭
和
初
め
と
も

い
わ
れ
て
い
る
。
〈
地
蔵
盆
の
様
子
〉
提
灯
で
飾
り
付
け
を
し
、
お
供
え
を
す

る
。
毎
年
御
詠
歌
を
あ
げ
に
き
て
く
れ
る
が
、
昨
年

(一

九
九
四
)
は
来
な
い

の
で
テ
l
プ
を
流
す
。

⑪

延
命
日
切
地
蔵
尊

〈
所
在
地
V
深
江
南
町
二
丁
目
五
見
附
住
宅
束
。
西
向
き
。
〈
管
理
者

・
世

話
人
〉
宿
松
家
が
管
即
日
世
話
。
岩
井
家

(前
の
管
理
者
)
の
娘
さ
ん
も
世
話

を
す
る
。
〈
祭
杷
物
の
形
態
V
光
背
を
備
え
た
定
印
阿
弥
陀
如
来
座
像
l
器
。

〈
付
属
施
設
〉

コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
柄
。
〈
御
利
益
V
日
切
り
を
す
る
と
よ
く

聞
い
て
く
れ
る

(特
に
受
験
な
ど
)。

〈
記
ら
れ
た
時
期
と
い
わ
れ
V
戦
後
、

五
十
年
く
ら
い
前
、
岩
羽
さ
ん
(
前
の
管
理
者
)
の
両
親
が
山
に
あ
っ
た
も
の

を
持
ち
帰
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
富
松
家
は
三
十
年
ほ
ど
前
か
ら
管
理
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。
〈
地
蔵
盆
の
様
子
〉
提
灯
で
飾
り
付
け
を
し
、
お
供
え
を
す

る
。
毎
年
御
詠
歌
を
あ
げ
に
き
て
く
れ
る
。
今
年
(
一
九
九
四
)
は
来
な
い
。

丸
尾
さ
ん
と
い
う
人
で
、
「
噂
士
」
と
呼
ん
で
い
た
。
坂
上
の
奥
さ
ん
と
い
う

人
?
も
い
た
。
※
⑫
か
ら
北
へ
上
が
り
、
三
叉
路
を
東
へ
少
し
行
っ
た
と
こ
ろ

に
、
五
年
程
前
ま
で
地
放
さ
ん
が
犯
ら
れ
て
い
た
。
町
内
で
盆
踊
り
も
行
わ
れ

て
い
た
。
世
話
人
が
亡
く
な

っ
て
か
ら
、
担
縁
墓
地

(本
庄
共
同
墓
地
か
っ

)

へ
持
っ
て
い
っ
た
。
〈
話
者
〉
官
松
氏
。

⑬

不
明

〈
所
在
地

V
深
江
南
町

一
丁
目
十
四
南
向
き
。
〈
管
理
者
・

世
話
人
V
不
明
。

〈
祭
記
物
の
形
態
V
仏
像
が
陽
刻
さ
れ
た
長
足
形
の
一
石
五
輪
塔
の
地
輪
部
。

〈
付
属
施
設
V
木
製
問
。
〈
御
利
益
V
不
明
。
八
記
ら
れ
た
時
期
と
い
わ
れ
V

不
明
。
〈
地
蔵
盆
の
柑
冊
子
〉
お
供
え
を
す
る
。

⑬

名
称
は
特
に
な
し
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〈
所
在
地
V
深
江
南
町
二
丁
目
二
神
楽
橋
跡
の
碑
よ
り
南
西
、
伊
丹
氏
宅
塀

の
中
。
北
東
向
き
。
〈
管
理
者

・
世
話
人
V
八
木
さ
ん
と
い
う
人
が
世
話
。

八
祭
記
物
の
形
態
V
一
石
五
輪
塔
l
基
。
空
輪
が
欠
け
、
別
石
の
空
風
輪
を
据

え
る
。
〈
付
属
施
設
V
木
製
絢
。
〈
御
利
益
V
不
明
。
〈
記
ら
れ
た
時
期
と

い

わ
れ
〉
不
明
。
〈
地
蔵
盆
の
様
子
V
提
灯
で
飾
り
付
け
を
し
、
お
供
え
を
す
る
。

⑪

延
光
地
蔵

〈
所
在
地
〉
本
庄
町
=
一
丁
目
六
本
庄
町
公
園
北
側
入
口
入
っ
た
と
こ
ろ
。
北

向
き
。
〈
管
理
者

・
世
話
人
〉
近
所
の
人
が
世
話
。
坂

本

消

水

ま

さ

の

ぷ

・こ
う
だ
西
垣
氏
ら
。
稲
荷
筋
自
治
会
の
提
灯
あ
り
。
延
光
地
蔵
尊
保
存
会

な
ど
も
あ
る
。
〈
祭
紀
物
の
形
態
V
一
石
五
輪
塔
凶
器
、
長
足
形

一
石
五
輪
塔

U
H
基
、
光
背
を
備
え
た
石
仏
7
基
、
石
標
1
基
、
そ
の
他
2
基
。
〈
付
属
施
設

V
コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
木
で
で
き
た
洞
。
八
御
利
益
V
不
明
。
八
杷
ら
れ
た
時
期

と
い
わ
れ
V
昭
和
十
四
年
の
区
画
整
理
(
地
蔵
の
所
在
す
る
本
庄
町
公
園
内
に

整
地
記
念
碑
あ
り
)
の
時
に
、
高
橋
川
の
堤
防
付
近
か
ら
出
土
し
た
と
い
わ
れ

て
い
る
。
本
庄
町
公
聞
は
元
々
池
で
、
昭
和
十
四
年
の
区
画
整
理
の
時
と
思
わ

れ
る
頃
に

、
埋
め
立
て
ら
れ
た
。
回
り
は
い
ち
じ
く
畑
で
あ
っ
た
。
池
の
東
側

に
は
土
手
が
あ
り
、
そ
こ
は
戦
後
の
昭
和
二
十
二
年
頃
戦
後
住
宅
?
が
建
て
ら

れ
た
。
そ
し
て
付
近
も
改
修
し
た
。
そ
の
頃
は
地
蔵
さ
ん
も
南
向
き
に
所
在
し

て
い
て
、
昭
和
凹
十
年
頃
今
の
よ
う
な
北
向
き
に
な

っ
た
。
〈
地
蔵
盆
の
ほ
柑
子

〉
提
灯
で
飾
り
付
け
を
し
、
お
供
え
を
す
る
。
数
珠
繰
り
は
し
な
い

。
御
詠
歌

は
自
己
流
で
あ
げ
る
。
二
十
三
、
四
日
は
晩
七
時
半
か
ら
十
時
頃
ま
で
盆
踊
り

を
す
る
。
公
園
内
に
や
ぐ
ら
を
組
み
、
踊
り
の
会
の
人
が
中
心
に
な
っ
て
、
ア

ニ
メ
や
炭
坑
節
な
ど
を
か
け
て
踊
る
。
子
供
ら
は
お
参
り
を
す
る
と
、
キ
ャ
ン

デ
ー
な
と
が
も
ら
え
る
。

地蔵盆での盆踊り(深江地区h⑪)
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四
、
青
木
地
区

川

延
命
地
蔵

八
所
在
地
〉
青
木
五
丁
目
一
国
道
四
十
三
号
線
北
側
。
南
向
き
。
〈
管
理
者

・
世
話
人
〉
二

口

寺

田

中

村

藤

原

畑
氏
の
五
人
の
近
所
の
人
で
世
話
。

〈
祭
杷
物
の
形
態
V
地
蔵
石
仏

7
基
、

一
石
五
輪
塔

n器
、
石
仏

8
基
。
〈
付

属
施
設
V
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
お
堂
。
〈
御
利
益

V
い
ろ
い
ろ
。
足
の
不
自
由

な
人
が
参
る
と
歩
け
る
よ
う
に
な

っ
た
の
が
、
こ
の
地
球
の
霊
験
あ
ら
た
か
の

初
め
。
八
記
ら
れ
た
時
期
と
い
わ
れ
〉
戦
前
か
ら
あ
る
。
東
の
地
蔵
部
と
言
わ

れ
て
い
た
。
各
所
の
石
仏
五
輪
塔
が
集
ま

っ
て
き
た
。
元
々
の
物
は
、
上
の

段
の
地
蔵
石
仏
だ
と
い
う
。
〈
地
蔵
盆
の
格
子
〉
提
灯
で
飾
り
付
け
を
し
、
お

供
え
を
す
る
。
小
さ
い
お
鵬
に
、
赤
飯
お
豆
さ
ん
・
ひ
じ
き

・
奈
良
潰
け

旦
芋
な
ど
を
成
り
付
け
し
て
供
え
る
。
堂
内
に
は
、
古
く
か
ら
あ
る
地
獄
の
絵

が
怖
か
れ
た
掛
け
軸
を
掲
げ
る
。
二
十
四
日
の
夕
方
、
四
時
半
頃
か
ら
悼
寺
川
で

数
珠
繰
り
を
行
う
。
真
ん
中
に
世
話
人

2
人
が
座
り
、
御
詠
歌
の
テ

l
プ
を
流

し
な
が
ら
、
錐
を
た
た
く
。
そ
の
回
り
で
子
供
た
ち
が
数
珠
を
回
す
。
昔
は
屋数珠繰りに使われた数珠(膏木地区No(l)) 

子供たちが輸になって数珠繰りをする(青木地区No.(l)) 
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台
を
組
ん
で
盆
踊
り
を
し
た
り
、
御
詠
歌
踊
り
も
し
て
い
た
。

〈
話
者
V
二
口

・
寺
田
・

中

村

藤

原

畑

氏

。

ω
三
体
地
蔵
尊
(
提
灯
に
害
か
れ
た
文
字
よ
り
)

八
所
在
地
V
北
青
木
三
丁

目

五

北
青
木
児
童
館
の
北
の
道
を
東
に
行
き
、
岡

本
屋
酒
庖
の
す
ぐ
西
の
路
地
を
南
へ
下
が
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
東
向
き
。
八

管
理
者
・
世
話
人
V
不
明
。
〈
祭
記
物
の
形
態
V
一
石
五
輪
塔
2
恭
、
阿
弥
陀

如
来
座
像
を
陽
刻
し
た
長
足
形

一
石
五
輪
培
の
地
輪
部
l
基
、
阿
弥
陀
如
来
座

像
石
仏

2
器
。
〈
付
属
施
設
V
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
柄
。
〈
御
利
益
〉
不
明
。

八
記
ら
れ
た
時
期
と
い
わ
れ
〉
戦
前
か
ら
あ
る
。
八
地
蔵
盆
の
様
子
V
提
灯
で

飾
り
付
け
を
し
、
お
供
え
を
す
る
。

ω
延
命
地
蔵

〈
所
在
地
〉
青
木
二
丁
目
十

一

大

共
ピ
ル
前
。
南
向
き
。
八
管
理
者
世
話

人
V
管
理
は
山
本
貞
子
氏
、
世
話
は
山
本
千
春
東
野
ま
り
こ
氏
他
。
最
初
は

お供えされたお膳(青木地区地.(3))

一
人
で
世
話
を
し
て
い
た
が
、
町
内
の
人
に
呼
び
掛
け
て
世
話
を
手
伝

っ
て
も

ら
っ
て
い
る
。
八
祭
紀
物
の
形
態
V
光
背
を
備
え
た
阿
弥
陀
如
来
座
像
1
基
。

〈
付
属
施
設
V
木
製
の
洞
。
〈
御
利
益
V
不
明
。
〈
記
ら
れ
た
時
期
と
い
わ
れ

〉
設
置
時
期
は
不
明
。
土
の
中
に
埋
ま

っ
て
い
た
と
い
う
。
元
々
は
山
本
家
の

中
で
柁
っ
て
い
た
も
の
。
〈
地
蔵
盆
の
犠
子
V
提
灯
で
飾
り
付
け
を
し
、
お
供

え
を
す
る
。
小
さ
い
お
脇
に
、

ご
飯
奈
良
漬
け

一豆
腐
の
味
噌
汁
お
豆
さ

ん

こ

ん

に

ゃ

く

枝

一旦
・
皇
芋
を
践
り
付
け
し
、
供
え
て
い
る
。
七
年
前
に

み
ん
な
で
犯
り
だ
し
た
。
現
在
は
二
十
四
日
に
寺
の
人
が
来
る
の
と

、
お
下
が

り
を
子
供
た
ち
に
配
る
程
度
。
昔
は
、
数
珠
繰
り
や
御
詠
歌
を
あ
げ
た
。
数
珠

繰
り
は
、
真
中
に
お
婆
さ
ん
が
座
り
、
御
詠
歌
を
あ
げ
る
。
そ
の
回
り
を
数
珠

を
持
っ
た
子
供
た
ち
が
輪
に
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ス
イ
カ
訓
り

を
し
た
り
、
す
し
お
に
ぎ
り
を
作
っ
て
子
供
た
ち
に
食
べ
さ
せ
た
り
し
た
。

提
灯
も
も

っ
と
飾

っ
て
い
た
の
だ
が
、

三
、
四
年
前
頃
、
近
く
の

マ
ン
シ
ョ
ン

工
事
の
た
め
、
ダ
ン
プ
カ
ー
が
前
の
道
を
通
る
よ
う
に
な
り
、
道
が
狭
く
な

っ

た
の
で
や
め
た
。
〈
話
者
V
山
本
千
春
東
野
ま
り
こ
氏
。

同

秋

田
地
蔵
尊
(
昔
は
西
の
地
蔵
堂
と
呼
ば
れ
て
い
た
)

〈
所
在
地
V
背
木
五
丁
目
凹
西
向
き
。
〈
管
理
者
・
世
話
人
V
昔
は
酉
の
町

内
会
で
世
話
を
し
て
い
た
が
、
現
在
は
す
ぐ
械
の
住
回
家
で
管
理
世
話
を
し

て
い
る
。
〈
祭
記
物
の
形
態
V
州
型
光
背
を
備
え
た
石
仏
l
基
(
阿
弥
陀
如
来

か
)。

〈
付
属
施
設
〉
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
柄
。
〈
御
利
益
V
願
い
事
は
何
で

も
よ
く
聞
い
て
く
れ
る
。
八
杷
ら
れ
た
時
期
と
い
わ
れ
V
浜
街
道
を
天
井
川
か

ら
少
し
東
へ
入
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
南
へ
下
が
っ
た
と
こ
ろ
の
た
ん
ぼ
の
用
水

路
で
、
住
回
氏
の
お
ば
あ
さ
ん
ら
が
洗
濯
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
う
つ
ぶ
せ
に

な
っ
て
い
る
石
を
見
つ
け
た
。
ひ
っ
く
り
か
え
し
て
み
る
と
、
仏
さ
ん
が
彫
つ

で
あ
る
の
で
、
持
っ
て
帰
っ
て
紀
る
よ
う
に
な

っ
た
。
元
は
図
道
四
十
三
号
線

南
側
に
あ
っ
た
が
、
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
地
蔵
の
あ
っ
た
家
が
売
ら
れ
た
の
で
、

現
在
地
へ
移
動
し
た
。
他
の
地
蔵
と
一
緒
に
肥
る
と
嫌
が
る
の
で

、
l
廿甚
だ
け

-15ー
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で
肥
っ
て
い
る
。
〈
地
蔵
盆
の
様
子
〉
提
灯
で
飾
り
付
け
を
し
、
お
供
え
を
す

る
。
昔
は
御
詠
歌
を
あ
げ
て
い
た

(四
十
三
号
線
の
南
に
あ
っ
た
頃
)
。
数
珠

繰
り
も
し
て
い
た
。
数
珠
は
住
田
家
で
保
管
し
て
い
る
。
八
話
者
V
住
岡
氏

五
、
西
青
木
地
区

③

不

明

〈
所
在
地

V
北
背
木
四
丁
目
凶
奥
野
家
と
駐
車
場
の
間

前
向
き
。
〈
管
理

者
・
世
話
人

V
不
明
。
〈
祭
杷
物
の
形
態

V
一
石
五
輪
塔

i
基

(地
輸
に
仏
像

が
陽
刻
さ
れ
て
い
る
)。

〈
付
属
施
設

V
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
制
。
〈
御
利
益

V
不
明
。
八
犯
ら
れ
た
時
期
と
い
わ
れ
〉
不
明
。
八
地
蔵
盆
の
犠
子

V
提
灯
で

飾
り
付
け
を
し
、
お
供
え
を
す
る
。

③

本
町
地
蔵

八
所
在
地

V
北
青
木
四
丁
目
四
阪
神
電
車
背
木
駅
西
の
踏
み
切
り
を
北
に
上

が
り
、
駐
車
場
北
側
。
北
向
き
。
八
管
理
者
・
世
話
人

V
須
藤
・
美
波
部
入

沢

西

垣

氏

ら
近
所
の
人

6
人
で
世
話
。
l
ヶ
月
毎
に
花
や
水
の
世
話
の
当
帯

を
決
め
て
い
る
。
〈
祭
紀
物
の
形
態
〉
均
形
光
背
を
備
え
た
阿
弥
陀
如
来
臨
像

I
基
と
仏
像
が
陽
刻
さ
れ
た

一
石
五
輪
塔

1
器
。
〈
付
属
施
設

V
コ
ン
ク
リ
ー

ト
製
の
洞
。
〈
御
利
益

V
願
い
事
を
よ
く
聞
い
て
く
れ
る
。
〈
杷
ら
れ
た
時
期

と
い
わ
れ

V
元
々
は
、
道
を
挟
ん
で
す
ぐ
北
の
三
好
家
に
あ
っ
た
と
い
う
。
戦

前
か
ら
現
在
地
に
あ
っ
た
が
、
い
つ
頃
か
ら
か
は
わ
か
ら
な
い

。
現
在
地
の
す

ぐ
東
の
道
路
上
に
、
セ
メ
ン
ト
の
跡
が
残
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
建
っ
て

い
た
が
、

道
路
が
拡
措
附
さ
れ
た
の
で
、
少
し
西
に
移
動
し
た
。
空
襲
で
も
焼
け
な
か
っ
た

と
い
う
。
北
向
き
地
蔵
な
の
で
、
位
が
寸
前
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
〈
地
蔵
盆
の

梯
子

V
提
灯
で
飾
り
付
け
を
し
、
お
供
え
を
す
る
。
近
く
に
会
社
が
多
い
の
で、

お
供
え
の
件
数
金
額
が
多
い

。
子
供
ら
に
お
下
が
り
を
配
る
。
道
を
通
る
子

供
に
も
あ
げ
て
い
る
。
近
く
の
お
寺
さ
ん

(西
林
寺
)
が
二
十
四
日
に
参
る
。

数
珠
繰
り
は
行

っ
た
こ
と
が
な
い

。
昔
は
子
供
ら
が
地
蔵
の
前
で
勝
手
に
踊
っ

一般的に見られる飾り付けの様子(酉青木地区h③)
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て
い
た
。
地
蔵
の
底
抑
制
に
付
け
る
や
ぐ
ら
が
あ
っ
た
。
〈
信
者
V
須

藤

美

濃

部

入

沢

・
西
垣
氏
。

③

川
地
蔵
尊

〈
所
在
地
V
北
青
木
四
丁
目
三

阪
神
電
車
背
木
駅
西
側
を
流
れ
る
、
天
上
川

に
架
か
る
西
ノ
坪
橋
東
詰
、
阪
神
電
車
線
路
沿
い
北
側
。
古
本
向
き
。
〈
管
理
者

・
世
話
人
V
式
見
氏
が
管
理

・
世
話
。
〈
祭
記
物
の
形
態
V
一
石
五
輪
塔
7
基
。

〈
付
属
施
設
〉
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
一
刷
。
八
御
利
益
V
い
ろ
い
ろ
。
〈
記
ら
れ

た
時
期
と
い
わ
れ
V
三
O
年
程
前
に
、
式
見
氏
が
こ
こ
に
来
て
か
ら
記
り
だ
し

た
。
す
ぐ
西
側
を
流
れ
る
天
上
側
の
川
底
掃
除
の
作
業
を
し
て
い
た
人
が
、

川

底
か
ら
l
体
ず
つ
引
き
上
げ
て
、
そ
の
都
度
現
在
地
の
す
ぐ
南
の
草
む
ら
に
世

い
て
い
た
。
こ
れ
を
7
器
、
式
見
氏
が
現
在
の
よ
う
に
柁
る
よ
う
に
し
た
。

「川
地
蔵
尊
」
は
こ
の
こ
と
か
ら
式
見
氏
が
名
付
け
た
。
〈
地
蔵
盆
の
横
子
V

二
十
三
日
に
匝
拡
寺
の
お
坊
さ
ん
が
参
っ
て
く
れ
る
。
人
通
り
が
多
く
、
参
る

人
も
多
い

。一

人
で
世
話
を
し
て
い
る
の
で
、
体
の
元
気
な

-
昨
年

三

九
九

三
)
ま
で
は
、
提
灯
で
飾
り
付
け
を
し
、
お
供
え
も
し
て
い
た
。
〈
話
者
〉
式

見
氏
。

@

不

明

〈
所
在
地
V
北
青
木
四
丁
目
十

一

西

林
寺
の
東
路
地
奥
。
西
向
き
。
〈
管
理

者

・
世
話
人
V
不
明
。
〈
祭
杷
物
の
形
態
〉
長
足
形
の

一
石
五
輪
塔
の
地
輪
部

(阿
弥
陀
如
来
像
陽
刻
)
l
基
、

一
石
五
輪
場
i
基
、
光
背
を
備
え
た
阿
弥
陀

如
来
座
像
I
基
、
舟
形
光
背
を
備
え
た
地
蔵
石
仏
l
基
。
八
付
属
施
設
V
木
の

庭
棋
図
い
。
八
御
利
益
V
不
明
。
〈
記
ら
れ
た
時
期
と
い
わ
れ
V
不
明
。

〈
地
蔵
盆
の
綴
子
V
特
に
な
し
。

⑤

不
明

〈
所
在
地
V
北
背
木
凹
丁
目
十
八
春
日
神
社
の
南
の
道
路
を
少
し
京
へ

行
っ

て
す
ぐ
北
側
。
西
向
き
。
〈
管
理
者
・
世
話
人
V
紙
谷
家
。
〈
祭
記
物
の
形
態

V
地
蔵
石
仏
座
像
l
基
。
〈
付
属
施
設
V
木
製
洞
。
〈
御
利
益
V
不
明
。
八
記

ら
れ
た
時
期
と
い
わ
れ
V
紙
谷
家
の
お
ば
あ
さ
ん
が
、
生
"川
配
っ
た
も
の
。
昭

和
三
O
年
頃
と
い
う
。
〈
地
蔵
盆
の
梯
子
〉
特
に
な
し
。
〈
居
者
V
稲
井
氏
。

六、

旧
本
庄
村
の
地
蔵
盆
の
特
徴

期
日
は

、
八
月
二
十
三
日
と
二
十
四
日
の
二
日
間
で
、

ニ
イ
三
日
は
宵
、

二

十
四
日
が
本
祭
り
で
あ
る
。

・
地
蔵
盆
の
期
間
中
は
、
提
灯
で
飾
り
付
け
を
し
、
お
供
え
を
す
る
。

子
供
た
ち
を
対
象
と
し
た
祭
り
で
あ
る
。

八
月
十
五
日
の
お
盆
と
は
別
の
行
事
で
あ
る
。

愛
宕
信
仰
と
は
関
連
性
が
な
い

。

-
州版
業

・
漁
業
と
い

っ
た
産
業
と
は
関
連
性
が
な
い
。

御
詠
歌

(他
の
人
に
頼
む
)
を
あ
げ
る
と
こ
ろ
が
多
い

。

お
寺
さ
ん
に
き
て
も
ら
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。

特
別
な
ご
刺
益
の
お
地
蔵
さ
ん
は
見
当
ら
な
い
。

一
石
五
輪
塔
や
阿
弥
陀
如
来
な
ど
も
す
べ
て
お
地
放
さ
ん
と
し
て
肥
っ
て
い

ヲ令

。

一17-

-
実
際
に
地
厳
を
担
っ
て
い
る
も
の
を
見
る
と
、
近
代
に
な

っ
て
か
ら
の
物
だ

け
で
あ
る
。

土
の
中
か
ら
出
土
し
た
も
の
を
配

っ
て
い
る
も
の

(一

石
五
輪
塔
阿
弥
陀

如
来
石
仏
)
が
見
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
川
の
氾
濫
な
ど
で
、
流
さ
れ
て
き
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

数
珠
繰
り
を
す
る
と
こ
ろ
も
見
ら
れ
る
。
百
万
遍
と
い
う
言
葉
は
聞
か
れ
な

、
。

-hv 盆
踊
り
も
数
カ
所
行
わ
れ
て
い
る

(か
つ
て
は
行
っ
て
い
た
と
こ
ろ
も
あ
る
)。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
調
査
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
方
々
に
お
礼
を
述
べ

る
と
と
も
に
、
淀
災
の
お
見
舞
い
を
重
ね
て
申
し
上
げ
ま
す
。
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『
生
活
文
化
史
』

総
目
次

創
刊
号

1
第
二
O
号

〈〉
創
刊
号
(
一
九
八
一
・
四
・
ご

8
p

-
開
室
に
あ
た
っ
て

ほ
か
新
聞
記
事
よ
り

。
第
2
号
(
一
九
八
ニ
・
ニ

・
ニ
ご

8
p

.
挨
ま
み
れ

深
江
の
歩
み
と
街
か
ど
の
史
跡

。
史
料
紹
介
一
兵
脱
県
迎
上
所
の
精
出

L
m可
状
二
週
に
つ
い
て

・
展
示
品
と
の
対
話
見
学
者
の
お
た
よ
り
か
ら

史
料
室
所
蔵
の
砲
銃
弾
に
つ
い
て

旧
深
江
だ
ん
じ
り
の
摺
り
錦

。
史
料
室
友
の
会
の

一
年

・
史
料
室
の
一
年
と
資
料
提
供
の
方
々

〈〉
第
3
号

(
一
九
八
二
・
七
・
二
こ

8
P

町
か
と
歴
史
博
物
室
の
五
百
日

生
活
の
歴
史
の
ミ
ニ
博
物
館

e

農
村
の
生
活
と
六
甲
山
系
の
雨
乞
い

展
示
品
と
の
対
話
二

史
料
室
所
蔵
の
陶
磁
路
に
つ
い
て

.
史
料
室
友
の
会
の
あ
ゆ
み
と
展
望

二
年
目
に
入
っ
た
史
料
室

太
田
垣
正
雄

長田深
阿 辺 I.LJ

腕民健
子人 二

赤 門 鈴土
松前 木居

~!!!. 手1.

芋!主武郎

回
辺

i~ 悦 俊民晩良
子廊二 人 子 人

赤 小広団 長
松嶋岡l辺 岡

谷
口
美
筆
墨

は
じ
め
ま
し
て
!

〈〉
第
4
号

(
一
九
八
二
・
一

0
・一

O
)
8
P

身
近
か
な
歴
史
の
博
物
館
中
央
ア
ジ
ア
の
哀
の
旅
か
ら
l

浪
人

ふ

る

さ

と

深

江

の

歴

史

問

辺

氏

人

長

岡

暁

子

・
楽

し

か

っ

た

野

外

映

画

の

つ

ど

い

佐

野

末

夫

〈〉
第
5
号
(
一
九
八
三
・
ニ
・
ニ

二

8
P

開
設
二
周
年
に
当
っ
て

-
条
皇
制
研
究
か
ら
み
た
深
江

.
増
築
計
画
と
今
後
の
述
営

・
聞
き
書
き
調
査
に
当
っ
て

.
史
料
室
か
ら

〈〉
第
6
号
二
九
八
四
・
ニ
・
二
ご
ロ
p

e

生
活
文
化
史
料
館
拡
張
再
開
館

・
深
江
と
商
船
大
学
海
部
e

資
料
館

。
史
料
に
説
む
深
一
止
の
雌
山
正

一
般
地
似
か
ら
げ
出
が
る
水
川
、
さ
か
ん
な
開
発

・
展
示
品
と
の
対
話
三
打
出
焼
に
つ
い
て

・
近
隣
の
資
料
館
を
た
ず
ね
て

間
き
守
き
捌
査
か
ら

史
料
館
友
の
会
活
動

〈〉
第
7
号
(
一
九
八
五

・
一
0
・
三

O
)
ロ
p

非
末
制
新
史
の
ひ
と
こ
ま
戊
辰
戦
争
と
深
江
の
漁
師

.
太
平
洋
を
か
こ
む
国
々
と
日
本
を
語
る

地
域
の
生
活
誌
一
深
江
の
民
俗
か
ら

そ

の
一
l

史
料
に
悦
む
搾
江
の
雌
虫
ニ

史
料
館
所
班
点
凶
J
t
I性
か
ら
年
事
単
公
人
間
状
之
事

展
示
ロ
聞
と
の
対
話
佃
灘
の
新
聞
西
摂
新
報

研
究
会
活
動
の
ご
笑
内

.
史
料
館
日
誌
抄

回
辺

国務太
辺合問

題
~ ll1;重正
子浩 人信雄

赤望
松月

>~杉田
玉浦辺

犯
人

一18-

日目
典

昌
巳

小伊 波望
的東部月

悦玲ノ比
腕 子 子 治

太
田
垣
正
雄

山
本

文

雄

望

月

浩

広

岡

俊

二

柏

原

正

民

伊

東

玲

子

川
口
さ
っ
き



1995'12・10生活文化史第21号

〈〉
第
8
号

(
一
九
八
六
・
九
・
六
)
ロ
p

摂
津
の
考
古
学
か
ら
み
た
束
灘

一

秀
人

・

深

江

北

町

遺

跡

の

発

掘

削

査

史

朗

埋

蔵

文

化

財

に

地

械

の

関

心

を

佐

野

末

夫

・
「
時
代
を
諮
る
写
真
」
限
っ
て
い
ま
せ
ん
か
?
史
料
館
調
査
研
究
委
員
会

・
史
料
に
脱
む
探
江
の
脱
出
三
山
由の昨
状か
ら
山
崎
を
め
ぐ
る
本
比
四
一
戸
警
の
雌
民
た
ち
大
国
正
美

・
展
示
ロ
聞
と
の
対
話
五
段
具
そ
の

一

望

月

浩

・

史

料

館

日

誌

抄

川

口

さ

っ

き

〈〉
第
9
号

(
一
九
八
七
・
四
・
一
九
)
ロ
p

-

開

館

六

周

年

を

迎

え

て

太

田

垣

正

雄

。
郷
土
玩
具
に
見
る
生
活
文
化
史
特
別
展
に
よ
せ
て
l

道

谷

点

。

深

江

北

町

遺

跡

円

形

周

榔

慕

群

般

型

に

つ

い

て

柏

原

正

民

奴
津
の
考
古
学
か
ら
み
た
東
灘
二

森

岡

秀

人

。
以
示
品
と
の
対
話
六

「泡
悦
楽
内」

J

阪
仲
泡
欽
の
屯
灯
4

hH
引
業
f

山

本

文

雄

・
史
料
に
減
む
深
江
の
村
山民間
取
削
内
か
ら
天
保
ト
知
令
と

Mmmの
村

々

大

国

正

英

・
史
料
館
日
一時
時

抄

川

口

さ

っ

き

〈〉
第

m号
(
一
九
八
七
・

一
0
・
一
O
)
ロ
p

魚

屋

道

と

出

会

っ

て

悶

辺

良

人

缶
屋
道
あ
る
き
な
が
ら
コ

l
ス

ガ

イ

ド

山

本

文

雄

伊

東

玲

子

・
新
収
史
料
に
み
る
魚
屋
道
の
歴
史
議
場
と
し

て

の

畑

町

法

理

浩

。
魚
屋
道
周
辺
の
史
跡
一

神
戸
女
子
薬
科
大
学
構
内

古

墳

祐

作

。

夏

の

特

別

展

戦

時

下

の

生

活

文

化

史

を

企

画

し

て

友

二

.
史
料
館
日
誌
抄

〈〉
第
日
号

(
一
九
八
八
・
四
・
三

O
)
ロ
p

お
手
玉
遊
び

特
別
展

「近
代
の
着
物
に
見
る
生
活
史
」
に
よ
せ
て

。
展
示
品
と
の
対
話
七
史
料
館
所
蔵
の
唐
箕
に
つ
い
て

山森
下附

望
月

一膝川
望
月

川
口
さ
っ
き

伊国
東辺

友玲 1貨
二 子人

望
月

-
史
料
館
か
ら
の
手
紙
文
化
財
と
し
て
の
郷
土
玩
具

-
展
示
品
と
の
対
話
仏
史
料
館
所
臓
の
「
党
永
通
宝
」
に
つ
い
て

.
摂
津
の
考
古
学
か
ら
み
た
東
灘
三

・
史
料
館
日
誌
抄

〈〉
第
刊
は
号
二
九
八
八
・

-一

一
・
五
)
ロ
p

-
摂
津
の
考
古
学
か
ら
み
た
東
灘
四

・
魚
屋
道
周
辺
の
史
跡
二
神
戸
女
子
薬
科
大
学
構
内
古
墳
二

。
東
灘
考
古
学
文
獄
目
録
稿

一

・
近
世
の
宿
駅
争
論
か
ら
み
る
舟
坂
間
道

.
史
料
館
日
誌
抄

〈〉
第
日
号

(
一
九
八
九
・
八
・
一

O
)
ロ
p

-
西
岡
本

遺

跡

発

機

調

査

中

間

概

要

六

甲
山
箆
遺
跡
調
査
会

・
旧
問
本

村

井

上

好

太

郎

家

所

蔵

の

資

制

に

つ

い

て

道

谷

卓

'W3の
#2古
学

か

ら

み

た

東

灘

五

森

岡

秀

人

・拠
HM
寺

に

附

す

る

伝

説

太

凹

垣

正

雄

〈〉
第
川
号
二
九
八
九

・
一
二
・
三

O
)
ロ
p

史
料
館
所
蔵
の
唐
箕
に
つ
い
て
二

望

月

友

二

東
灘
考
古
学
文
献
目
録
稿
二

柏
原

正
民

史
料
に
よ
む
深
江
の
歴
史
五
天
正
十
七
年
の
戸
川
出
川
水
論
に
つ
い

て

大

国

正

美

・
西
岡
本
遺
跡
発
掘
調
査
中
間
概
要
2

六
甲
山
麓
遺
跡
調
査
会

・
史

料

館

日

誌

抄

道

谷

卓

八

V
第
百
号
二
九
九

0
・
一
一
・
三

O
)
ロ
p

摂
津
の
考
古
学
か
ら
見
た
東
灘
六

・
西
岡
本
遺
跡
発
掘
調
査
中
間
慨
袈
3

〈〉
第
四
号
二
九
九
一

・
一
0
・
一
O
)
ロ
p

e

十
年
の
歩
み
と
展
望

。
深
江
の
漁
業
に
つ
い
て

大
国

道
谷

森
問

川
口
さ
っ
き
秀正
人 i;1美

森
岡

藤
川

柏
原

望
月

川
口
さ
っ
き

正祐秀
浩民作人

一19-

森

岡

秀

人

六
甲
山
麓
遺
跡
調
査
会

大

国

正

美

下
久
保
恵
子
・
望
月
友
二



1995.12.10 生活文化史第21号

-
神
戸
女
子
薬
科
大
学
構
内
古
墳
三

藤
川

・
史
料
館
か
ら
の
手
紙
四
宮
の
文
字
の
見
え
る
マ
ン
ホ
ー
ル
盗
柏
原

。

μか
寺
の
延
事
三
年

銘

の

瓦

に

つ

い

て

望

月

・

史

料

館

日

誌

抄

道

谷

〈〉
第
げ

号

二

九

九
二
・

六

・
ニ
八
)
ロ
p

・

館

長

就

任

の

ご

あ

い

さ

つ

杉

浦

昭

典

-
近
世
前
期
の
東
川
用
水
の
慣
行
と
広
域
調
投
機
構

大

国

正

美

深
江
の
漁
業
に
つ
い
て
(
そ
の
二
)

下
久
保
恵
子

旧

本

庄

村

の

道

路

元

標

望

月

浩

・
む
か
し
の
ふ
う
け
い

l
国
道
必

号

線

の

で

き

る

こ

ろ

道

谷

卓

史
料
館
日
誌
抄

道

谷

卓

〈〉
第
刊
号

(
一
九
九
三

・
=一

・
ご

m
p

・
左

側

と

右

側

杉

浦

昭

典

近
世
中
後

期

の

水

害

と

幕

府

の

政

策

大

国

正

美

一
時

行

方

不

明

に

な

っ

て

い

た

道

標

望

月

治

民

俗

調

査

に

参

加

し

て

土

居

佳

代

間

き

舎

き

調

査

に

参

加

し

て

舟

橋

左

斗

子

。
第
悶
号
二
九
九
=
一・一

0
・
一
五

)
m
p

渡
部
部
さ
ん

と

史

料

館

運

動

大

国

正

英

生

活

文

化

史

料

館

と

父

吉

川

水

子

深
江
の
漁
具
l

史
料
館
所
蔵
の
撤
兵
に
つ
い

て

相

原

正

民

神
戸
市
東
瀧
区
深
江
地
域
の
路
傍
の
石
逃
遺
物
分
布
捌
査
報
告
望
月
浩

わ

た

し

の

庭

史

あ

ん

な

い

史

料

館

調

査

研

究

会

-
史
料
館
日
誌
抄

〈〉
第
却
号
(
一
九
九
四

・
一
0
・
一
五

)
m
p

再
利
用
さ
れ
た
五
輪
塔
石
で
出
来
て
い
る
が
故
の
運
命

休
止
中
の
「
友
の
会
」
活
動
再
闘
に
向
け
て
の
検
討
に
つ
い
て
(巾
川
柑
告
)

正 祐
卓治民 作

柏
原

正
民

判
戸
市市本山崎
区
旧
本
町
村
の
仲
村
境
内
に
あ
る
行
込
必
物
分
布
訓
先
制
白

望
月

…
 

• 編

者

よ

今
年
は
、
阪
神
大
震
災
と

い
う
大
き
な
波
に
飲
み
込
ま
れ
た
年
で
し
た
。

史

料
館
は
、
な
ん
と
か
再
開
館
で
き
ま
し
た
が
、
町
の
株
子
は
ま
だ
ま
だ
そ
の
爪

艇
が
消
え
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
被
災
し
た
館
貝
も
元
気
に
活
動
し
て
い
ま

す
の
で
、
お
互
い
に
頑
張
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
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