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結
び
の
文
化

-
史
料
館
で
開
催
中
の
企
画
展
「
結
び
」
に
関
連
し
て
|

杉

H百

mi 

巾
ん
科
即
断

H

「
結
び
」
は

「
防
と
除
が
相
集
ま

っ
て
新
し
い
も
の
を
創
進
す
る
こ
と
」
即

ち
「
天
地
万
物
を
生
み
、
ま
た
成
長
さ
せ
る
箆
妙
な
力
」
と
い
う
意
味
の

「陛

護

(む
す
び
)」
に
通
じ
る
。
息
子
は

「
む
す
び
ひ
こ
」
、
娘
は
「
む
す
び
ひ
め
」

の
略
称
で
あ
る
。
あ
る
も
の
が
単
独
で
は
持
つ
こ
と
の
で
き
な
い
力
を
他
の
も

の
と
合
体
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
新
た
に
拠
併
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に

「結
び
」

の
抑
制
世
性
が
あ
る
。
「
結
び
」
が
呪
術
的
で
あ

っ
た
り
、
祈
占
川
と
な
り
、
ま

た
儀
礼
川
と
な
っ
て
今
日
ま
で
伝
え
ら
れ
て
来
た
い
わ
れ
が
そ
、
』
に
あ
る
。

純
文
時
代
の
純
文
と
は
利
目
文
線
の
あ
る
土
保
に
由
来
す
る
が
、
純
白
の
文

様
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
こ
の
時
代
の
人
々
が
紐
や
純
を
使
っ
て
作
る
「
結
び
」

と
臨
縁
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
証
し
で
あ
る
。
縄
文
文
化
の
草
創
期
は
紀
元
前

一
万
年
頃
で
あ

っ
た
と
も
い
わ
れ
る
が
、
そ
ん
な
大
昔
で
も
人
間
は
純
を
作
り

ハ
J
E
匂

結
ぶ
こ
と
を
知

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
大
古
か
ら
、
織
物
の
一
位
や
繊
維
、

動
物
の
皮
、
人
間
の
毛
髪
な
ど
を
素
材
と
し
て

「
撚
る
」

「編
む
」

「組
む
」
の

い
ず
れ
か
の
方
法
で
純
を
作
っ
て
来
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
推
測
で
き
る
。
た
だ
、

こ
れ
ら
有
機
物
質
を
原
料
と
す
る
純
は
時
が
絞
て
ば
自
然
に
消
滅
し
て
し
ま
う

の
で
、
そ
の
痕
跡
は
境
基
な
ど
の
遺
跡
か
ら
発
掘
さ
れ
た
壁
画
や
土
器
、
地
輸

の
類
い
か
ら
飽
か
に
う
か
が
い
知
る
の
み
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
制
を
使
、
つ

「紡
び
」
も
ま
た
純
や
純
の
腔
史
と
と
も
に
き
わ

め
て
古
く
か
ら
い
ろ
い
ろ
と
考
案
さ
れ
て
来
た
は
ず
で
あ
る
。
「
結
び
」
は
災

用
に
は
じ
ま
り
装
飾
に
発
展
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
実
用
と
装
飾
の
阿
方
を

法
ね
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
と
に
か
く
人
間
に
と

っ
て
は
か
な
り
魅
惑
的
で

あ
り
興
味
を
そ
そ
る
も
の
で
あ
っ
た
に
迎
い
な
い
。
な
お
り
弘
司
川
で
純
は
ロ

l
プ、

純
文
は
ス
ト
ロ
ー
ロ

l
プ

パ
タ
ン
と
い
う
の
で
純
文
の
純
は
総
純
で
あ
る
。

紀
元
前
三
三
凶
年
、
東
征
途
中
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
は
、
小
ア
ジ
ア

中
央
官
同
地
の
西
部
地
方
に
あ
っ
た
小
国
7
リ
ュ
ギ
ア
の
古
都
ゴ
ル
デ
イ
オ
ン
に

活
い
た
。
こ
の
都
の
神
殿
に
あ
る
太
い
ね
に
は
、
古
い
戦
車
が

一
台
、
な
げ
し

に
か
け
た
ロ

l
プ
で
幾
重
に
も
聞
く
結
び
付
け
ら
れ
で
あ

っ
た
。
「
こ
の
ロ
ー

プ
を
解
い
た
も
の
こ
そ
全
世
界
の
刑
判
主
と
な
る
に
，地
い
な
い
」
と
い
う
神
託
の

あ
る
こ
と
を
知
っ
た
大
王
は
自
ら
の
手
で
そ
の
口

l
プ
を
解
こ
、
っ
と
試
み
た
が

全
く
的
が
立
た
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
業
を
煮
や
し
た
あ
げ
く
、
遂
に
大
王
は
剣

を
抜
い
て
結
び
目
を
切
り
捨
て
て
し
ま
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
仲
託
通
り
、

や
が
て
ア
レ
ク
吋
ン
ド
ロ
ス
は
ヨ

l
口
y
パ
と
ア

ジ
ア
の
岡
大
院
に
ま
た
が
る
大
潟
閣
の
大
正
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
英
抗
川
で
「
ゴ

1
デ
ィ

ア

ン

ノ

ッ

ト

(ゴ
ル
デ
イ
オ
ン
の
結
び
)

を
切
る
」
と
い
え
ば

「一

刀
両
断
の
処
世
を
取
る
」
と
い
う
意
味
の
絡
告
に
な
っ

た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
伝
説
に
渇
き
な
い
。
実
際
に
は
ど
ん
な
に
絞
維
な
結

び
目
で
あ
っ
て
も
、
結
ん
だ
も
の
で
あ
る
限
り
手
間
さ
え
か
け
れ
ば
必
ず
解
け

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
使
わ
れ
て
い
た
口

l
プ
は
革
紐
で
あ
っ
た
か
も
知

れ
な
い
。
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一
九
七
八
年
四
月
、
大
阪
府
に
あ
る
五
世
紀
の
古
市
古
償
訴
の
中
か
ら
大
小

二
種
額
の
修
維
が
見
つ
か
り
、
「
古
噴
石
室
用
の
巨
石
を
巡
ん
だ
輸
送
用
具
」

と
し
て
話
題
に
な
っ
た
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の

一
部
で
、
非
常
に
よ
く
似
た
木
製

俄
形
の
修
山
臓
が
、
墓
石
迎
搬
に
利
用
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
た

が
、
そ
の
ル

l
ツ
を
糊
る
と
古
代
エ
ジ
プ
ト
や
メ
ー
ポ
タ
ニ
ア
に
歪
る
。

エ
ジ

プ

l
の
壁
画
に
は
、
同
協
に
来
せ
た
巨
像
を
大
勢
の
奴
絡
が
凹
本
の
ロ

l
プ
で
引

く
光
玖
を
揃
い
た
も
の
が
あ
り
、
修
綿
と
そ
っ
く
り
に
見
え
る
。
修
縦
と
は
イ

ン
ド
神
話
の
鬼
神
、
阿
修
維
の
こ
と
で
、
仙
川
一時
ー
相
手
の
帝
釈
天
を
走
ら
せ
た
。
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そ
こ
で
部
釈
を
大
石

(た
い
し
ゃ
く
)
に
か
け
、
修
維
の
名
が
で
き
た
と
い
う

わ
け
で
あ
る
。

古
噴
か
ら
発
見
さ
れ
た
修
維
の
場
合
、
引
き
綱
を
ど
の
よ
う
な
方
法
で
結
ん

だ
の
か
、
詳
し
い
こ
と
は
分
か
ら
な
い
。
七
世
紀
か
ら
八
世
紀
に
か
け
て
の
歌

を
集
め
た

「万
葉
集
」
の
中
に
も
「
結
び
」
に
か
か
わ
る
も
の
は
あ
る
が
、
そ

の
技
法
ま
で
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
な
い
。
八
世
紀
の
も
の
と
い
う

正
倉
院
御
物
の
中
に
見
る
数
種
類
の
結
び
方
か
ら
、
僅
か
に
当
時
の

「結
び
」

の
存
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

古
代
の
船
乗
り
は
船
を
つ
な
ぎ
止
め
る
の
に
石
を
口

l
プ
で
縛

っ
て
海
底
に

沈
め
、
ま
た
水
深
を
測
る
の
に
使
う
長
い
竿
が
海
底
に
届
か
な
く
な
る
と
代
わ

り
に
重
り
を
結
ん
で
吊
る
し
た
口

l
プ
を
用
い
る
こ
と
を
考
え
出
し
た
。

魚
を

捕
る
網
を
作
り
、
釣
針
を
釣
糸
に
結
ぶ
方
法
な
ど
抑
師
に
と
っ
て
も
「
結
び
」

は
早
く
か
ら
欠
か
せ
な
い
技
能
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
結
び
方
は
い
わ
ゆ
る

「作
業
結
び
」
で
あ
る
。

古
代
の
エ
ジ
プ
ト
や
ギ
リ
ン
ャ
に
お
け
る
土
木
位
築
工
事
に
は
そ
れ
ま
で
の

船
乗
り
が
考
案
し
た
「
作
業
結
び
」
が
活
用
さ
れ
た
と
い
い、

日
本
で
も
泣
附

伎
船
や
泣
唐
使
船
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
大
隆
文
化
の
中
に
「
結
び
」
の
技

法
が
あ

っ
て
、
土
木
建
築
だ
け
で
な
く
輸
逆
や
民
業
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
職
業
分

昨
で
の

「作
業
結
び
」
と
し
て
活
用
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
忽
像
に
雌
く
な

い
。
大
陸
か
ら
伝
わ
っ
た

「結
び
」
の
中
に
儀
礼
刑
の

「装
飾
結
び
」
が
あ

っ

た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

「
結
び
」
は
ま
た
古
く
か
ら
呪
術
的
な
怠
味
を
持
つ
も
の
と
見
な
さ
れ
て
来

た
。
誰
で
も
が
知
っ
て
い
る
「
本

(ほ
ん
)
結
び
」
は
別
名
「
細

(こ
ま
)
結

び
」
、
「真

(ま
)
結
び
」
、

「
玉
(
た
ま
)]
結
び
」
な
ど
と
も
い
、
7
が
、
古
代

ギ
リ

ン
ャ
で
は
こ
の
「
本
結
び
」
を
伝
説
の
英
刷
ヘ
ラ
ク
レ
ス
に
な
ぞ
ら
え
て

「
へ
一
フ
?
レ
ス
の
結
び
」
と
円
び
神
犯
的
な
「
結
び
」
と
さ
れ
て
い
た
。
洋
の

東
西
を
問
わ
ず
、
「
本
結
び
」
が
夫
婦
の
契
り
を
阻
め
る
印
と
見
な
さ
れ
た
例

は
少
な
く
な
い
。

ま
た
日
本
に
は
、

笠
魂
が
身
体
か
ら
遊
離
し
て
行
く
の
を
鋲
め
止
め
る
た
め

衣
服
の

一
部
を
糸
で
結
ん
だ
り
、
衣
印
刷
の
統
を
結
ん
だ
り
す
る
「
魂

(た
ま
)

結
び
」
と
呼
ぶ
呪
術
が
あ
っ
た
そ
う
で
あ
る
が
詳
し
く
は
分
か
ら
な
い
。
『袋

草
紙
』
に
伝
え
ら
れ
る
浮
遊
す
る
人
魂
に
出
会

っ
た
と
き
に
「
魂
は
見
?
玉
は

誰
と
も
知
ら
ね
ど
も
結
び
と
ど
め
よ
下
が
ひ
の
つ
ま
」
と
い
う
歌
を
一二
度
請
し

て
、
男
は
左
、
女
は
右
の
つ
ま
を
結
び
、
三
日
後
に
こ
れ
を
解
い
た
風
習
の
こ

と
で
は
な
い
か
と
い
う
。

そ
の
他
、
本
居
申
旦
長
の
「
玉
勝
間
」
に
は
「
讃
岐
国
人
立
を
よ
ば
ふ
に
葉
を

結
び
て
お
く
る
事
」
と
し
て
、

二
本
の
誌
の
そ
れ
ぞ
れ
の

一
端
に
「

一
重
結
び
」

を
作
り
他
端
を
相
手
の
結
び
目
に
少
し
ず
つ
通
し
た
も
の
を
女
に
手
波
す
と
、

断
る
と
き
に
は
訟
を
引
き
抜
い
て
二
本
に
分
け
た
も
の
を
返
し
、
承
知
の
場
合

は
左
右
の
結
び
目
を
真
ん
中
に
引
き
笥
せ
た
「
相
引
き
結
び
」
を
作
っ
て
返
す

と
い
う
話
が
あ
り
、
ま
た
首
江
真
澄
の
「
真
澄
遊
覧
記
」
に
も
奥
州
南
部
の
誌

と
し
て
結
び
文
を
左
右
よ
り
差
し
合
わ
せ
て
や
れ
ば
、
女
が
よ
し
(
司
)と
思
う

と
き
は
そ
の
結
び
を
一
か
所
に
引
き
寄
せ
て
返
し
、
い
な
(
否
)と
い
う
に
は
男

の
く
れ
た
ま
ま
で
返
す
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

卜
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
帆
船
が
地
球
上
の
あ
ら
ゆ
る
海
を
駆
け

巡
っ
て
い
た
川
代
に
は
風
だ
け
が
航
り
で
あ

っ
た
。
だ
だ
っ
広
い
洋
上
で
行
く

こ
と
も
侃
る
こ
と
も
で
き
な
い
熊
風
に
悩
ま
さ
れ
た
船
来
り
の
胤
を
求
め
る
戸

は
切
実
そ
の
も
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
「
溺
れ
る
も
の
は
認
を
も
つ
か
む
」
心
境

で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
時
代
、
ラ
y
ブ
ラ
ン
ド
や
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
イ
ギ
リ
ス
の

- 3 -

シ
ェ
ト
ラ
ノ
ド
諸
島
や
ス
コ

ッ
ト
ラ
ン
ド
の
港
に
は
腿
女
の
よ
う
な
胤
貌
の
風

を
売
る
老
女
が
出
没
し
て
い
た
と
い
う
。

ス
コ

y
ト
ラ
ン
ド
東
部
の
港
町
ス
ト
l

/
へ
ブ
/
の
場
合
、
老
立
は
三
つ
の

結
び
目
が
あ
る
赤
い
リ
ボ
ノ
を
売
っ
て
い
た
。
帆
船
の
船
長
た
ち
は
そ
ん
な
リ

ポ
/
を
買
い
求
め
て
出
帆
し
、
航
海
中
、
風
が
止
ん
で
困
っ
た
と
き
、
リ
ボ
ン
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の
結
び
目
を
先
ず

一
つ
、
次
い
で
二
つ
目
を
附
き
な
が
ら
祈
る
の
で
あ

っ
た
。

最
初
の
結
び
目
に
は
微
風
が
、
次
の
結
び
目
に
は
強
風
が
封
じ
込
め
ら
れ
て
い

る
と
信
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
最
後
の
=
一
つ
自
の
結
び
は
抑
病
患
災
の
ま
じ

な
い
と
し
て
解
く
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
結
び
目
は
多
分

一
番
簡
単
な

端
止
め
川
の

「
一
重

(ひ
と
え
)
結
び
」
で
は
な
か

っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。

「紡
ぴ
」
は
文
字
や
計
数
の
記
録
に
も
使
わ
れ
た
。
近
い
と
こ
ろ
で
は
沖
純

の
務
訴
が
あ
り
、
古
く
は
中
国
に
お
け
る
結
縄
の
政
が
あ
る
。
南
米
ア
ノ
デ
ス

山
系
の
古
川
以
地
帯
に
あ
っ
た
イ
ン
カ
部
困
の
キ

プ
は
と
く
に
有
名
で
あ
る
。

一
五
三
二
年
に
滅
び
る
取
後
ま
で
文
字
を
使
用
し
な
か

っ
た
こ
の
国
で
は
、
記

録
の
す
べ
て
を
純
や
組
の
結
び
目
と
色
分
け
に
よ
る
キ

l
プ
と
呼
ぶ
方
法
で
行
っ

化

Z
'
島

、

‘

酌

a

，、

て
い
た
。
日
本
訪
で
「
玉
梓
」
と
は
手
紙
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
梓
の
木
の

校
に
糸
や
布
片
で

「玉
結
び
」
を
作
る
こ
と
に
よ

っ
て
立
思
を
伝
え
た
と
い
う

故
事
に
よ
る
も
の
で

「草
結
び
」
も
同
様
で
あ
る
。

生
活
の
中
で
使
わ
れ
て
来
た
「
結
び
」
に
は
大
航
海
時
代
以
来
の
船
乗
り
が

考
案
し
世
界
中
に
広
め
た
も
の
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
昔
、
ヨ
l
ロ
y
パ
か
ら

の
ア
メ
リ
カ
移
住
者
は
開
拓
生
活
の
中
に
航
海
中
の
船
上
で
覚
え
た
結
び
方
を

取
り
入
れ
、
カ
ウ
ボ
ー
イ
の
馬
具
や
服
装
に
も
そ
の
名
残
り
が
兄
ら
れ
た
。
代

表
的
な
「
装
飾
結
び
」
で
あ
る
マ
ク
ラ
メ
の
よ
う
な
結
び
編
み
の
技
法
も
船
乗

り
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
。
マ
ク
ラ
メ
は
刺
繍
し
た
ベ

l
ル
と
い
う
意
味
の
ア

ラ
ビ
ア
認
ム
カ
ラ
ム
、
ま
た
は
フ

ェ
イ
ス
ナ
プ
キ
ン
と
か
ず
オ
ル
と
か
い
う

意
味
の
ト
ル
コ
詰
マ
ク
ラ
7

の
ど
ち
ら
か
が
フ
ラ
ン
ス
訟
と
な
り
、
英
語
に
も

な
っ
た
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

ベ
ー
ル
に
せ
よ
、
タ
オ
ル
に
せ
よ
、
と
ち
ら
に
し
て
も
紐
を
編
ん
で
竹
っ
た

縁
飾
り
を
付
け
る
と
こ
ろ
は
よ
く
似
て
い
る
。
平
結
び
と
巻
結
び
を
基
本
と
す

る
マ
ク
ラ
メ
の
技
法
は
非
符
に
古
く
か
ら
あ

っ
た
と
い
い

、
八
世
紀
頃
ム

1
7

人
が
ス
ペ
イ
ン
へ
こ
れ
を
伝
え
、
十
二
世
紀
頃
十
字
軍
が
イ
タ
リ
ア

へ
持
ち
帰

り
、
主
と
し
て
寺
院
の
装
飾
や
抽
出
版
の
房
飾
り
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
ム
l

7
人
も
十
宇
部
も
マ
ク
ラ
メ
の
技
法
と
作
品
を
迎
ん
だ
の
は
、
海
路
、

船
に
よ

っ
て
で
あ
っ
た
。
今
日
で
も
ア
メ
リ
カ
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
伝
わ
る
レ
ー

ス
編
み
の
技
法
は
、
十
五
世
紀
以
降
、
そ
の
先
祖
が
ヨ

1
口
y
パ
人
と
接
触
す

る
過
程
で
身
に
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。

マ
ク
ラ
メ
だ
け
で
な
く
さ
ま
ざ
ま
な

「結
び
」
が
十
九
枇
紀
に
亙
る
ま
で
帆
船
に
よ
っ
て
述
ば
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

船
の
述
さ
は
ノ
ッ

ト
と
い
う
単
位
で
表
す
。
一

ノ
ッ
ト
は
毎
時
間

一
海
盟
の

速
力
で
あ
る
。

一
中
山
且
は
地
球
の
平
均
子
午
内
の
中

心
角

一
分
に
対
す
る
地
表

上
の
長
さ
で
国
際
慣
行
に
よ
り

一
、
八
五
二
メ
l

J
ル
と
さ
れ
て
い
る
。
帆
船

は
速
力
を
ハ
ン
ド
ロ
グ
と
い
う
道
具
で
測
っ
た
。
リ
l
ル

μ
巻
い
た
細
長
い

口
l
プ
の
先
端
部
に
、
円
弧
の
部
分
に
鉛
の
重
り
の
あ
る
六
分
円
形
木
町
慨
を
取

り
付
け
て
船
尾
か
ら
流
し
、
砂
時
計
で
引
測
す
る

一
定
時
間
内
に
走
り
出
た
口

l

プ
の
長
さ
か
ら
迷
力
を
推
定
し
た
の
で
あ
る
。
ロ
ー
プ
に
は
述
力
推
定
の
目
印

と
し
て
、

一
定
間
隔
の
干
制
に
よ
る
目
盛
り
が
あ

っ
た
。
目
臓
り
の
子
細
に
は
、

一
つ、

ご
っ、

三
つ
と
い
う
風
に
順
に
増
え
る
結
び
目

(ノ
y
ト
)
が
作
ら
れ

て
い
た
。
走
り
出
た
ロ
プ
の
目
縦
り
の
結
び
目
す
な
わ
ち
ノ
ッ
ト
の
数
が
そ

の
時
の
述
力
を
示
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

「
結
び
」
は
衣
服
を
着
閉
す
る
た
め
の
手
段
で
も
あ
っ
た
が
、
や
が
て
そ
れ

は
衣
服
の
装
飾
と
し
て
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
純
や
祉
な
ど
円
以
初
は
単

色
の
素
材
で
あ
っ
た
も
の
が
、
彩
色
し
た
も
の
を
刻
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
装
飾
の
度
合
い
が
高
め
ら
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
伝
統
の
組
組
は

そ
の
好
例
で
あ
る
。
装
飾
川
の
結
び
方
を
「
花
結
び
」
と
い
い

、
平
安
時
代
か

ら
明
治
大
正
に
至
る
ま
で
宮
廷
関
係
の
女
人
に
と

っ
て
は
日
常
的
な
た
し
な
み

の

一
つ
で
あ

っ
た
。
茶
道
や
香
道
に
も
「
花
結
び
」
は
使
わ
れ
て
い
る
。
し
か

し
「
結
び
」
は
特
定
の
附
級
や
職
業
集
団
だ
け
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
く
広
く

-
般
の
日
HW生
活
に
も
泣
透
し
て
い
た
。
た
だ
和
装
か
ら
背
装
に
変
わ

っ
た
よ

う
に
生
活
様
式
の
変
化
が
日
叶
W
的
に
結
ぶ
機
会
を
無
く
し
て
来
た
こ
と
も
事
実

で
あ
り
、川
む
を
潜
め
つ
つ
あ
る
生
活
文
化
の

一
つ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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月
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神
戸
市
東
灘
区
旧
本
庄
村
西
青
木

地
域
の
石
造
遺
物
分
布
調
査
報
告

巾ん
科
郎

qrz
u
叫
且

一
、
は
じ
め
に

筆
者
は
、
本
誌
十
九
号
「
神
戸
市
東
灘
区
深
江
地
域
の
石
造
遺
物
分
布
調
査

報
告
」
で
、
旧
本
庄
村
の
深
江
地
域
の
石
造
遺
物
の
調
査
報
告
を
行
な
っ
た
。

今
回
は
、
商
背
木
地
域
の
石
造
造
物
の
捌
査
報
告
を
行
な
い
た
い
。
な
お
、
地

威
内
に
は
西
林
寺

・
容
日
神
社
が
あ
る
が
、
西
林
寺
内
に
は
、
特
に
石
1
唱
遺
物

は
見
ら
れ
ず

(以
前
に
は
境
内
に
多
く
の
地
蔵
が
あ
っ
た
が
、
土
中
に
埋
め
て

し
ま

っ
た
て
春
日
神
材
境
内
の
石
造
遺
物
は
、
筆
者
が
本
誌
二
十
号
の
「
神

戸
市
東
灘
区
旧
本
庄
村
の
神
社
境
内
に
あ
る
石
造
遺
物
分
布
調
査
報
告
」
で
制

査
報
告
を
し
て
い
る
の
で
参
間
.
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

二
、
酉
青
木
地
域
の
歴
史
的
概
観

酉
背
木
地
肢
は
、
戦
国
時
代
に
は
摂
津
国
兎
原
郡
山
路
庄
に
属
す
る
村
の
ひ

と
つ
で
あ
っ
た
。
近
世
に
入
り
、
は
じ
め
は
大
坂
洛
領
地
、
元
和
元

(一

六

一

五
)
年
に
は
幕
府
領
に
、
岡
三
年
に
は
尼
崎
藩
領
、
そ
の
後
明
和
六

(一

七
六

九
)
年
に
は
ま
た
幕
府
舗
に
な

っ
た
。
近
代
に
は
い
り
、
明
治
二
十
二
年
に
本

庄
村
が
成
立
し
、
西
背
木
は
本
仲
町
村
の
大
字
と
な

っ
た
。
昭
和
二
十
五
年
に
本

庄
村
は
神
戸
市
に
合
併
し
、
こ
の
年
か
ら
昭
和
四
十
六
年
ま
で
本
庄
町
を
冠
称

し
た
。
昭
和
凶
十
六
年
か
ら
は
北
青
木
一

J
四
丁
目
、
青
木

一
l
六
丁
目
、
本

山
南
町

一
I
九
丁
目
の

一
部
に
な
っ
て
い
る
。
戦
前
ま
で
は
終
業
が
盛
ん
な
地

域
で
あ
っ
た
が
、
戦
後
は
市
街
地
化
し
て
い
る
。

5 -
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三
、
北
青
木
墓
地
内
の
石
造
遺
物

(墓
石
を
除
く
)

北
背
木
墓
地
は
、
本
山
南
町
凶
丁
目
に
位
世
し
、
レ
ン
ガ
造
り
の
火
葬
場
が

あ
っ
た
一的
で
あ
る
。
国
背
木
村
の
墓
地
で
あ
る
が
、
火
葬
場
だ

っ
た
引
は
、
誕

地
は
車円
木
六
丁
目
の
阪
神
電
車
背
木
駅
西
側
の
踏
み
切
り
の
す
ぐ
南
東
に
あ
っ

た
。
現
在
の
墓
地
内
の
北
西
角
は
制
緑
墓
地
に
な
っ
て
お
り
、

一
番
北
の
端
が

一
段
高
く
な
っ
て
い
て
、
②
l
⑦
が
所
在
す
る
。
南
の
端
に
①
が
所
在
す
る
。

艶
縁
墓
地
前
の
六
地
蔵
は
近
年
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

①

阿
弥
陀
石
仏

山
川
型
光
背
に
、
仏
像
が
陽
刻
さ
れ
て
い
る
。
現
高
五
十
三
聞
、
政
大
一附
ニ
イ

七
師
。
正
而
上
部
に
風
化
が
激
し
い
が
、
弥
陀
座
像
と
思
わ
れ
る
仏
像
が
陽
刻

さ
れ
て
い
る
。
頭
部
に
は
肉
腎
と
呼
ば
れ
る
、
肉
が
は
臨
起
し
た
も
の
が
陥
認
さ

れ
る
。
花
山
剛
山
布
製
で
、
室
町
時
代
後
川
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。

②

弥
陀
座
像
板
碑

頭
部
が
山
川
型
に
な

っ
た
板
状
の
正
聞
に
、
弥
陀
定
印
を
結
ん
だ
弥
陀
座
像
が

陽
刻
さ
れ
て
い
る
。
花
山岡
岩
製
。
品
陣
容
の
上
に
は
、
幅
い

っ
ぱ
い
に
の
び
た
突阿弥陀石仏北青木墓地内①

弥陀座像板碑北青木墓地内②

dK仁
『

I
l
l
e-
-h

』

『

起
し
た
部
分
が
見
ら
れ
る
。
一

般
的
に
切
り
込
み
盟
を
し
た
二
条
線
が
見
ら
れ

る
の
だ
が
、
こ
れ
は
簡
素
化
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
室
町
末
期
の
も
の
と

思
わ
れ
る
。
現
古
川
は
五
十
八
側
、
阪
二
十
三
白
五
問
。
仙
陣
容
は
あ
ま
り
厚
く
膨

ら
れ
て
お
ら
ず
、
風
化
が
目
立
つ
。

③

弥
陀
座
像
板
碑

(本
誌
表
紙
写
真
参
照
)

凹
角
柱
で
、
印
刷
部
が
少
し
後
よ
り
に
頂
点
を
も
っ
凹
角
錐
に
な
っ
て
お
り
、

正
面
上
部
に
切
り
込
み
型
の
二
条
線
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
下
に
、
光
背
を
意
識

し
て
舟
型
に
彫
り
窪
め
た
中
に
、
{
疋
印
弥
陀
座
像
を
半
肉
彫
に
陽
刻
し
て
い
る
。

花
山
間
山
布
製
で
、
現
高
五
十
八
仰
、
下
幅
は
二
十
五
刷
、
奥
行
は
二
十
問
。
師陣容

は
古
川
さ
十
八
五
叩
で
あ
る
。
室
町
末
期
の
物
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
も
う

少
し
時
代
が
古
い
か
も
し
れ
な
い
。
花
山
附
岩
製
。

④

六
地
蔵

④
l
⑥
は
、
現
在
の
六
地
蔵
の
前
に
、
墓
地
内
に
建
て
ら
れ
て
い
た
六
地
践

と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
も
火
災
に
あ
っ
た
の
か
破
損
が
目
立
ち
、
赤
茶
け
て
錆

び
た
よ
う
な
色
に
な
っ
て
い
る
。
砂
山
右
側
択
で
、
山
川
脚
光
背
の
正
耐
に
合
1
4
印
を

-6 -
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し
た
地
蔵
立
像
が
陽
刻
さ
れ
て
い
る
。
下
方
に
は
蓮
華
座
が
見
ら
れ
る
。
総
高

は
八
十
二
回
。
時
代
は
不
明
。

⑤

六
地
蔵

M
E
今
げ
ん

④
と
同
形
式
で
あ
る
が
、
両
手
で
随
幡
と
呼
ば
れ
る
仏
具
を
持
っ
て
い
る
。

上
部
が
破
損
し
て
お
り
、
現
高
六
十
八
師
。

⑥

六

地

蔵

え
4
A
q
'b

③
と
同
形
式
で
あ
る
が
、
阿
手
で
柄
香
炉
と
呼
ば
れ
る
仏
具
を
持
っ
て
い
る
。

総
高
八
十
二

m。

⑦
 
弥
陀
座
像
石
仏

や
や
不
整
形
な
が
ら
、
向
川
型
光
背
に
定
印
弥
陀
座
像
と
思
わ
れ
る
仏
像
を
、

正
面
上
部
に
陽
刻
し
て
い
る
。
全
体
に
風
化
が
激
し
く
、
こ
れ
も
火
災
に
あ
っ

た
の
か
赤
茶
け
て
錆
び
た
よ
う
な
色
を
し
て
い
る
。
総
出
は
六
十
.
五
師
、
幅

二
十
五

m。
像
容
の
高
さ
は
二
十
。
五
叩
。
背
面
は
特
に
加
工
は
さ
れ
て
い
な
い
。

六地蔵北青木墓地内⑥

弥陀座像!&碑北青木墓地内⑦

回
、
路
傍
の
石
造
遺
物

①

北
青
木
四
丁
目
奥
野
家
前
の

-
石
五
輪
塔

北
青
木
四
丁
目
四
の
奥
野
家
と
駐
車
場
の
問
の
前
に
、
南
向
き
に
所
在
し
て

い
る
。
織
と
奥
の
三
方
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
プ
ロ

y
ク
に
固
ま
れ
て
安
位
さ
れ
て

お
り
、
完
形
ロ
聞
で
総
高
は
五
十
六
五

m。
花
岡
岩
製
。
地
輪
正
面
に
光
景
を

な
識
し
た
よ
う
に
や
や
舟
形
に
彫
り
く
ほ
め
ら
れ
て
お
り
、
中
に
仏
像
が
協
刻

さ
れ
て
い
る
。
風
化
し
て
い
る
が
、
弥
陀
定
印
を
結
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
阿

弥
陀
如
来
の
座
像
で
あ
ろ
う
。
宝
珠
の
形
も
ふ
っ
く
ら
と
し
て
お
り
、
全
体
の

印
象
か
ら
、
室
町
後
期
の
物
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
北
青
木
四
丁
目
十

一
の
五

輪
卒
塔
婆
の
地
給
部
と
ほ
ぼ
同
じ
大
き
さ
で
、
徐
容
も
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、

こ
の

一
石
五
輪
場
も
ま
だ
地
輪
部
の
下
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、

こ
の
よ
う
に
地
輪
部
が
高
く
像
容
が
彫
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
酋
摂
地
方
に
多

く
見
ら
れ
る
。

7 
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欝

②

北
青
木
四
丁
目
駐
車
場
前
の

一
石
五
輪
搭
と
石
仏

北
背
木
凹
丁
目
凶

l
二
十

一
の
駐
車
場
の

k
東
附
に
コ
ン
ク
リ
ト
製
の
澗

の
中
に
安
世
さ
れ
て
い
る
。
元
々
は
、
道
を
挟
ん
で
す
ぐ
北
側
の
三
好
家
に
あ
っ

た
と
い
う
。
戦
前
か
ら
現
在
地
に
も
う
移

っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
現
在
地
の

す
ぐ
取
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
張
さ
れ
た
の
で
少
し
西
の
現
在
地
に
移
動
し
た
。
向
か
っ
て
左

側
に
は
、
や
や
上
部
の
破
領
し
た
舟
形
光
背
に
仏
像
が
陽
刻
さ
れ
て
い
る
。
嗣

内
が
放
い
た
め
、
石
仏
の
奥
行
き
は
計
測
不
能
で
あ
っ
た
が
、
現
油
田
川
は
三
十
四

刷
。
政
大
帆
は
二
十
三

m。
下
部
か
ら
十
九
聞
の
所
に
仏
像
が
彫
ら
れ
て
い
る
。

膝
と
飢
の
部
分
は
ほ
と
ん
ど
風
化
し
て
い
る
が
、
弥
陀
定
印
を
結
ん
で
い
る
と

こ
ろ
か
ら
、
阿
弥
陀
如
来
の
座
像
を
彫
っ
て
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
室
町
末

期
ご
ろ
か
。
花
山
間
岩
製
。
も
、
つ

一
基
は
、
や
や
板
状
に
な

っ
て

い
る

一
石
五
輪

塔
で
、
先
ほ
ど
の
石
仏
も
そ
う
で
あ
る
が
、
上
部
が
卑
く
な

っ
て
お
り
、

一
石

五
輪
塔
の
方
は
、
全
体
に
鉄
を
思
わ
せ
る
色
合
に
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
第

二
次
位
界
大
戦
の
時
の
空
襲
で
焼
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
向
じ
く
洞
内
が
狭
い 一石五輸i吾路傍①

-8 -

弥陀石仏i~傍②一石五輪塔路傍②

た
め
、
奥
行
き
は
剖
測
で
き
な
か
っ
た
が
、
現
前
四
十
四
。
咋
蒔
の
部
分
が
欠

落
し
て
い
る
。
各
部
と
も
ほ
ぼ
同
じ
帽
で
、
十
三

mあ
る
。
地
輸
が
長
く

一
石

五
輪
塔
の
な
か
で
も
、
五
輪
卒
塔
婆
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
塔
で
注
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ラL

可

風輪

十づ
火輪

目
さ
れ
る
の
は
、
像
容
が
水
輸
と
地
輸
に
ま
た
が

っ
て
彫
ら
れ
て
い
る
占
…
で
あ

る
。

一
石
五
輪
犠
に
徐
容
を
彫
る
場
合
に
は
、
地
輸
に
彫
ら
れ
る
の
が
昔
通
で

あ
る
。
旧
本
庄
村
内
で
見
ら
れ
る

一
石
五
輪
絡
は
、
方
ね
状
の
物
が
ほ
と
ん
ど

で
あ
る
が
、
こ
の

一
石
五
輪
塔
は
や
や
板
状
に
な
っ
て
お
り
、
板
碑
を
意
識
し

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
火
輪
の
笠
の
部
分
を
切
り
込
み
と
見
立
て
て
、

以
下
の
部
分
に
‘
各
部
を
意
識
せ
ず
に
像
容
を
刻
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
室
町
時

代
後
期
の
物
と
思
わ
れ
る
。
花
山
間
山
者
製
。

③

西
の
坪
橋
東
詰
の
一
石
五
輪
浴
群

阪
神
電
車
背
木
駅
の
西
側
を
流
れ
る
天
引
川
に
、
線
路
と
平
行
し
て
架
か
る

商
の
坪
俄
の
東
誌
に
所
在
す
る
。
三
十
年
ほ
ど
，
M
に
、
管
理
世
話
を
さ
れ
て

い
る
す
ぐ
北
側
に
お
ら
れ
た
式
晃
氏
が
、
こ
こ
に
き
て
か
ら
杷
り
だ
し
た
。
天

判
川
の
川
底
的
除
を
し
て
い
た
人
が
、
川
底
か
ら

一
体
ず
つ
引
き
上
げ
て
、
そ

の
つ
ど
現
在
地
の
す
ぐ
南
の
草
む
ら
に
置
い
て
い
た
も
の
を
杷
っ
た
も
の
で
あ

る
。
そ
の
た
め
式
見
氏
は
こ

の
石
塔
群
を

「
川
地
蔵
尊
」
と
名
付
け
て
い
る
。

コ
ン
デ
リ
ー
ト
製
の
柄
内
に

一
石
五
輪
港
ば
か
り
、
七
抗
告
が
安
位
さ
れ
て
い
る
。

五輸I苦各部名称

一石五輪塔群路傍③

-9ー

前
後
二
列
に
置
か
れ
、
奥
に
三
社
昔
、
前
に
四
基
並
ん
で
い
る
。
奥
の
向
か
っ
て

左
か
ら

A
e
B

C
、
前
も
向
か

っ
て
左
か
ら

D

E

F

G

と
し
、
次
頁

に
各
部
の
計
測
他
を
表
に
し
た
。

G
は
胤
輸
の
上
に
別
石
の
空
風
輸
を
来
せ
て

い
る
。
そ
の
数
他
は

、
空
輸
高
さ
七

五
聞
、
何
十
叩
。
風
輪
島
品
さ
問
山
、
阿

m
。
c
 

A
犠
は
、
地
給
に
は
地
蔵
立
像
が
陽
刻
さ
れ
て
い
る
。
光
背
は
見
ら
れ
な
い
。

地
輪
と
そ
れ
以
上
の
部
分
が
ず
れ
て
い
る
。
笠
の
刺
は
、
上
部
が
端
で
強
く
反

り
か
え
っ
て
い
る
。

B
港
は
、
地
輸
が
半
分
以
上
埋
も
れ
て
い
る
。
宝
珠
は
ふ
っ

く
ら
と
し
て
お
り
、
各
部
全
体
の
形
も
良
い
。

C
塔
は
、
地
輪
に
仏
像
が
彫
ら

れ
て
い
る
。
風
化
が
激
し
く
ほ
と
ん
ど
そ
の
像
容
は
わ
か
ら
な
い
が
、
阿
弥
陀
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総 高 地軸高さ 地軸幅 木韓高さ 本韓幅 k韓高さ 土軸幅 E韓高さ u幅 空輸高さ E軸幅

A 50 22 14.5 9.5 14.5 8.5 15 4 11 6 9 

B (44.5) 8 17.5 11 18 10.5 17.5 5 11. 5 10 11. 5 

C 48 18 16 9 16 10 15.5 4 11 7 9.5 

D (37.5) (2 ) 15. 5 11 15.5 11 15.5 4.5 11 9 10 

E (39.5) (14) 14.5 8 14 8 14.5 3.5 8.5 6 8 

F (40) (18) 12.5 7 12.5 7 11 2.5 8 5.5 7 

G (23) 9 15 9 15 5 10 

(単位 cm) 西の坪東詰 石五輪塔群各部計測値表

如
来
の
座
像
と
川
じ
わ
れ
る
。
水
輸
は
球
形
を
な
さ
ず
、
全
体
に

バ
ラ
ン
ス
が
悲

い
。

D
搭
は
、
地
輪
が
ほ
と
ん
ど
埋
も
れ
て
い
る
。
B
撚
と
同
形
式
で
、
空
風

輸
が
他
の
拡
よ
り
大
き
い
。

E
塔
は

、
A

C
格
と
同
形
式
で
、
地
輪
も
縦
長

で
あ
る
。
F
搭
は
、
地
輸
が
縦
長
で

，
A

C

E

誌
と
同
じ
で
あ
る
が
、
笠

の
幅
が
短
く
各
部
の
境
目
が
殴
昧
に
彫
ら
れ
て
い
る
。

G
搭
は
、
地
輪
と
受
給

が
失
わ
れ
て
お
り
、
風
輪
の
上
に
別
石
の
空
胤
給
が
来
せ
ら
れ
て
い
る
。

B
e

D
犠
と
同
形
式
。
い
ず
れ
も
室
町
後
期
の
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、

F
は
江
戸
時

代
に
か
か
る
可
能
怖
が
尚
い
。

④

北
青
木
四
丁
目
十
一
の
石
造
遺
物
群

四
林
苛
の
東
に
あ
る
中
間
家
の
南
側
に
路
地
が
あ
る
。
こ
の
路
地
を
束
を
向

い
て
数
十

m進
む
と
、
北
へ
折
れ
山
が
る
場
所
に
出
る
。
そ
こ
に
西
を
向
い
て
、

木
の
底
枝
問
い
を
し
た
石
造
遺
物
が
見
ら
れ
る
。
向
か

っ
て
左
か
ら
五
輪
卒
塔

婆
の
地
輪
部

一
石
五
輪
塔
弥
陀
座
像
石
仏
地
磁
石
仏
が
並
ん
で
い
る
。

五
輪
卒
犠
婆
の
地
輪
部
は

、
現
高
は
四
十
三

五

回
で
、
最
下
部
に
は
根
部
と

呼
ば
れ
る
土
に
思
ま
っ
て
い
る
部
分
が
十
一一

五
回
存
在
す
る
。
腕
は
十
七
叩

で
、
奥
行
は
十
六
問
。
像
容
は
風
化
し
て
い
る
が
、
弥
陀
如
来
の
座
像
と
聞
い
わ

斗
!

e

・

ハUl
 

五輪辛i吾婆地輸部1M釦④
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れ
る
。
師
陣
容
の
回
り
は
舟
型
に
彫
り
く
ぼ
め
ら
れ
て
い
る
。
花
山
岡
山
右
製
。

五
輪
塔
は
、
総
高
六
十
三

m。
{
元
形
ロ
聞
で
あ
る
。

空
輸
は
本
来
の
宝
珠
の
形
を
せ
ず
、
お
碗
を
伏
せ
た
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

風
輪
と
火
輸
の
間
で
若
干
ね
じ
れ
て
お
り
、
水
輸
は
球
形
を
な
し
て
い
な
い
。

案
町
末
期
の
物
で
あ
ろ
う
。
花
山
間
岩
製
。

弥
陀
座
像
石
仏
は
、
現
高
六
十

一
問
。
全
体
に
風
化
が
激
し
く
、
阿
弥
陀
如

来
の
座
像
が
遺
物
の
上
部
に
辛
う
じ
て
判
別
で
き
る
。
像
容
の
回
り
は
、
風
化

で
判
別
し
に
く
い
が
、
彫
り
窪
め
ら
れ
て
い
る
形
跡
は
な
い
。
花
山
岡
山
右
製
。

地
磁
石
仏
は
、

総

6M=
干

三
。
五

m。
舟
形
光
斤
に
、
半
肉
彬
で
陽
刻
さ
れ

て
い
る
。
頭
部
に
党
字
「
カ
」
が
刻
ま
れ
、
陥
陣
容
の
向
か

っ
て
左
に

「
明
，
泊
二

十
年
二
月
十
六
日
」
、
右
に
も
銘
文
が
あ
る
が
判
読
で
き
な
い
。
花
山
岡
山
石
製
。

な
お
、
現
在
は
こ
の
四
基
の
石
造
遺
物
は
、
阪
神
淡
路
大
波
災
後
に
所
在

不
明
に
な
っ
て

い
る
。

⑤

北
青
木
四
丁
目
の
地
蔵
石
仏

春
日
神
社
の
陶
の
道
を
束
へ
行
く
と
、
紙
谷
家
の
雨
東
角
に
敷
地
の
一
部
に

桐
を
建
て
て
い
る
。
プ
ロ

y
ク
塀
に
挟
ま
れ
て
道
路
に
聞
し
て
い
る
。
小
さ
い 地磁石仏11¥傍④石

路傍⑤ 地磁石仏

が
し
っ
か
り
し
た
嗣
で
、
中
に
花
山
間
岩
製
で
、
開
酬
に
少
し
彩
色
を
し
た
地
蔵
庫

像
石
仏
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。
石
仏
の
後
に
は
般
若
心
経
が
舎
か
れ
た
紙
が
置

か
れ
て
い
る
。
紙
谷
家
の
お
ば
あ
さ
ん
が
生
前
記
っ
た
も
の
で
、
昭
和
三
十
年

前
後
の
物
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

11 

四
、
お
わ
り
に

以
上
が
西
背
木
地
減
の
石
造
遭
物
調
査
報
告
で
あ
る
。
中
世
の
物
と
忠
わ
れ

る
遺
物
も
多
く
、
品
H
重
な
資
料
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
し
ば
し
ば
氾
植
を

し
て
い
る
天
井
川
の
す
ぐ
京
に
位
置
す
る
地
理
的
状
況
か
ら
、
西
の
坪
橋
東
誌

の

一
石
五
輪
培
併
の
よ
う
に
、
よ
流
か
ら
流
さ
れ
て
き
て
、
い

つ
の
時
代
か
に

犯
ら
れ
て
い

る
も
の
も
あ
る
と
聞
い
わ
れ
る
。
山
町
出
附
の
遺
物
は
、
絢
内
に
お
さ
め

ら
れ
、
大
切
に
配
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
ま
ま
賀
市
中に
資
料
が
守
ら
れ
て
い
く

こ
と
を
願

っ
て
や
ま
な
い
。
な
お
、
本
文
中
の
写
真
は
筆
者
が
雌
影
し
た
も
の

で
あ
る
。
円
取
後
に
な

っ
た
が
、
石
造
造
物
の
分
布
に
つ
い
て
は
北
背
木
在
住
の

稲
内
務
明
氏
に
、
石
造
巡
物
の
知
識
を
は
じ
め
、
報
告
内
容
全
般
に
当
た

っ
て

は
歴
史
考
古
学
研
究
会
理
事
の
鈴
木
武
氏

(背
木
在
住
)
に
多
大
な
ご
教
示
を

い
た
だ
い
た
、
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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史
料
館
日
誌
抄

〈平
成
九
年
V

1
月
凶
日
仙
、
崎
小
学
校
三
年
生

(見
学
者
二
ハ

一
名
)

l
月
初

日

第

二
四
本
庄
村
史
述
統
市
民
地
帥
泌
会

講
師
凶
谷
地
附
美
氏

「中
山
の
本
庄
地
域
」

佐
々
木
和
子
氏
「
川
西
航
空
機
叩
市
製
作
所
と
燦
竪
」

(深
江
会
館
参
加
者
三
十
七
名
)

本
山
南
小
学
校
三
年
生

(見
学
者
七
十
三
名
)

本
山
第

一
小
学
校
三
年
生

(見
学
者

二

三

名
)

福
池
小
学
校
三
年
生

(見
学
者
八
十

zg

本
山
第
三
小
学
校
三
年
生

(見
学
者
九
十
八
名
)

神
戸
大
学
附
印
刷
甘
吉
小
学
校
=一
年
生

(見
学
者

一一

O
名
)

御
影
北
小
学
校
三
年
生

(見
学
者

一
二
七
名
)

東
灘
小
学
校
三
年
生

(見
学
者

一一二一一
名
)

稲
住
小
学
校
三
年
生

(見
学
者
五
十
三
名
)

A
M
神
戸
「
銘
の
団
六
の
ニ
ュ
ー
ス
大
通
り
」
で
史
科
館
を
紹
介

芦
屋
市
立
三
条
小
学
校
三
年
生
九
見
学
者
三
十
五
名
)

〈平
成
八
年
v

5
月
3
日

5
月
幻
日

6
月
初
日

6
月
お
日

日
月
4
日

ー
月
別
日

2
月
I
日

2
月
7
日

2
月
凶
日

2
月
凶
日

2
月
日
日

2
月
初
日

2
月
お
日

3
月
7
日

虫
科
副
研
究
且

道

谷

単

深
江
だ
ん
じ
り
再
建
お
披
露
目
会
の
た
め
特
別
開
館

神
戸
婦
人
大
学

(見
学
者
十

一
名
)

東
灘
区
役
所
新
規
採
用
紙
員
研
修

(
見
学
者
二
十
七
名
)

東
灘
区
役
所
新
規
採
用
職
員
研
修

(
見
学
者
二
十
六
名
)

第
一
回
本
庄
村
史
連
続
市
民
講
演
会

講
師
団
中
良
吾
氏
「
東
灘
の
大
地
の
成
り
立
ち
」

大
国
正
美
氏
「
本
山
地
一H
の
山
丈
川
町
一
u
tと
村
山
制
悼
の
料
地
」

(深
江
会
館
参
加
者
三
十
二
名
)

1
1
3
1
 

d
i
l
l
 第
三
田
本
庄
村
史
辿
統
市
民
税
.
川
会

講
師
杉
浦
限
典
氏

「神
戸
間
船
学
校
の
あ
ゆ
み
」

下
久
保

E
子
氏
「
深
江
の
漁
業
」

(深
江
会
館
参
加
者
四
十
五
名
)

東
灘
区
役
所
新
規
採
用
職
員
研
修

(
見
学
者
三
十
五
名
)

第
四
回
本
庄
村
史
連
続
市
民
講
演
会

講
師
奥
村
弘
氏
「
東
灘
地
域
の
明
治
維
新
」

道
谷
卓
氏
「
旧
本
庄
村
の
史
跡
に
つ
い
て
」

(深
江
会
館
参
〆
加
者
四
十
二
名
)

東
灘
ま
ち
づ
く
り
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
l
川地

口
午
と
海
の
析
時
代
l

会
場
の

一
つ
と
し
て
史
料
館
を
公
開

(神
戸
前
船
大
学

神
戸
背
年
セ
ミ
ナ
ー

(見
学
者
十
五
名
)

6
月刊
ω
日

7
月
6
日

ω月
4
日

参
加
者
二
O
O
名
)

ハU
z
j
q
L
E
E

l
-
-
-

-
訂
正
と
お
詫
び

前
号

(二
十
二
号
)
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
訂
正
が
あ
り
ま
し
た
。

・
凶
頁
上
段
二
十
二
行
自
「
大
正
一一一
年
に
、
住
吉
川
の
荒
神
山
に
火
葬
場
が
で

き
る
ま
で
は
、
」

l
「
昭
和
九
年
に
区
闘
技
恐
が
完
了
す
る
ま
で
は
、
」

十
二
真
下
段
十
凶
行
目
「
津
村
容
子
」

j

「
津
村
富
子
」
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各
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関
に
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
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