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登
録
文
化
財
と
は

登
録
有
形
文
化
財
は
、
平
成
八
年
に
施
行
さ
れ

た
ま
だ
新
し
い
文
化
財
建
造
物
の
保
護
制
度
で
す
。

従
来
の
国
宝
や
重
要
文
化
財
と
言
っ
た
指
定
文
化

財
制
度
で
は
補
い
き
れ
な
か
っ
た
幅
広
い
分
野
の

建
物
を
後
世
に
伝
え
て
い
く
た
め
に
、
緩
や
か
な

制
度
で
文
化
財
と
し
て
の
価
値
を
守
っ
て
い
こ
う

と
す
る
も
の
で
す
。
東
京
タ
ワ
ー
や
通
天
閣
が
登

録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
こ
の
制
度
の
特
徴
が

窺
わ
れ
ま
す
。
和
歌
山
県
下
で
は
平
成
二
十
八
年

一
月
現
在
で
二
〇
一
件
が
登
録
さ
れ
て
お
り
、
平

成
二
十
五
年
度
に
は
県
庁
本
館
も
登
録
さ
れ
て
い

ま
す
。

火
伏
医
院
〔
橋
本
市
橋
本
〕
平
成
二
十
三
～
四
年
度

火
伏
医
院
は
、
橋
本
市
の
中
心
部
を
貫
く
大
和

街
道
に
面
し
、
高
野
参
詣
の
拠
点
に
ふ
さ
わ
し
い

伝
統
的
な
町
屋
建
築
で
あ
る
主
屋
（
一
七
二
一
）

の
西
側
に
大
正
時
代
の
洋
館
で
あ
る
病
院
棟
が
並

び
立
ち
、
伝
統
と
モ
ダ
ン
な
雰
囲
気
が
融
合
し
て

い
ま
す
。

旧
市
街
地
の
土
地
区
画
整
理
事
業
に
よ
り
曳
家

を
行
う
必
要
が
生
じ
、
こ
の
機
会
に
あ
わ
せ
て
屋

根
の
葺
き
替
え
や
白
蟻
被
害
を
受
け
た
部
分
の
補

修
な
ど
を
行
い
ま
し
た
。
病
院
棟
は
修
理
後
も
現

役
で
使
用
さ
れ
る
た
め
、
内
装
を
含
め
、
可
能
な

か
ぎ
り
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
姿
を
残
す
よ
う
に
留
意
し

ま
し
た
。
ま
た
、
病
院
棟
正
面
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト

製
塀
も
あ
わ
せ
て
曳
家
す
る
な
ど
、
街
区
を
構
成

す
る
景
観
に
も
配
慮
し
ま
し
た
。

旧
葛
城
館
〔
橋
本
市
高
野
口
町
〕
平
成
二
十
四
年
度

旧
葛
城
館
は
、
明
治
時
代
後
期
の
木
造
三
階
建

て
の
旅
館
建
築
で
す
。
平
成
十
三
年
の
登
録
時
に

は
す
で
に
廃
業
し
て
い
ま
し
た
が
、
JR
和
歌
山
線

高
野
口
駅
前
に
建
つ
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
そ
の
姿

は
、
高
野
山
参
詣
の
正
面
口
と
し
て
の
高
野
口
の

歴
史
を
今
に
伝
え
る
存
在
で
も
あ
り
ま
す
。

木
造
で
華
奢
な
三
階
建
て
と
す
る
う
え
、
極
め

て
開
放
的
に
作
ら
れ
て
お
り
、
各
所
で
目
立
っ
て

き
た
床
の
傾
斜
な
ど
の
修
正
と
耐
震
補
強
を
実
施

登
録
有
形
文
化
財
の

保
存
修
理

特
集

写真１　火伏医院

写真２　旧葛城館

橋
本
市
に
お
い
て
、
平
成
二
十
三
年
度
よ
り
登
録
文
化
財

の
保
存
修
理
事
業
が
四
件
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
は
こ
れ
ら
の
事
業
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。
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し
ま
し
た
。
生
活
空
間
と
し
て
活
用
す
る
部
分
や

補
強
材
を
設
置
す
る
部
分
を
、
背
面
側
の
布
団
部

屋
や
既
に
改
変
さ
れ
て
い
た
部
分
に
限
定
す
る
こ

と
で
、
ガ
ラ
ス
の
建
具
が
印
象
的
な
正
面
側
は
、

内
部
の
座
敷
空
間
も
含
め
従
来
の
姿
を
残
す
こ
と

が
出
来
ま
し
た
。

旧
橋
本
本
陣
池
永
家
住
宅
〔
橋
本
市
橋
本
〕

平
成
二
十
五
～
七
年
度

池
永
家
住
宅
は
、
橋
本
市
橋
本
の
伊
勢
街
道

（
国
道
二
四
号
線
）
と
紀
ノ
川
に
挟
ま
れ
た
一
角

に
建
ち
、
主
屋
と
表
門
、
土
蔵
が
旧
街
道
に
面

し
、
離
座
敷
は
紀
ノ
川
を
望
む
と
い
う
、
当
地
に

お
け
る
大
規
模
商
家
の
屋
敷
構
え
の
一
典
型
と
も

言
え
る
存
在
で
す
。
江
戸
後
期
に
は
紀
州
藩
の
本

陣
と
し
て
離
座
敷
が
藩
主
の
宿
泊
な
ど
に
も
利
用

さ
れ
ま
し
た
。
重
厚
な
構
え
の
主
屋
は
享
保
十
六

年
（
一
七
三
一
）
以
前
の
建
物
で
、
建
立
年
代
が

判
明
し
た
和
歌
山
県
内
の
民
家
と
し
て
は
、
最
古

の
建
物
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
国
道
の
拡
幅
と
紀
ノ
川
の
護
岸
整
備
の

た
め
、
敷
地
全
体
が
南
に
三
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
セ
ッ

ト
バ
ッ
ク
す
る
こ
と
と
な
り
、
文
化
財
に
登
録
さ

れ
て
い
る
建
物
す
べ
て
を
曳
家
し
、
こ
れ
に
あ
わ

せ
て
雨
漏
り
で
痛
ん
だ
梁
な
ど
の
補
修
や
、
改
造

さ
れ
た
部
分
の
復
旧
工
事
を
、
三
ヶ
年
を
か
け
て

実
施
し
ま
し
た
。

主
屋
は
伝
統
的
な
平
面
を
持
つ
町
屋
で
す
が
、

西
端
の
座
敷
部
分
を
の
ぞ
き
、
一
時
期
は
ジ
ー
ン

ズ
シ
ョ
ッ
プ
と
し
て
利
用
さ
れ
る
な
ど
大
き
く
改

造
さ
れ
、
正
面
も
現
代
的
な
シ
ャ
ッ
タ
ー
が
納
ま

る
姿
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

登
録
文
化
財
に
お
い
て
は
、
歴
史
的
建
物
と
し

て
の
外
観
を
後
世
に
伝
え
る
こ
と
が
重
要
視
さ
れ

ま
す
。
今
回
の
修
理
で
は
、
柱
な
ど
に
残
る
痕
跡

や
、
古
絵
図
、
古
写
真
資
料
な
ど
を
調
査
し
、
文

化
庁
の
確
認
を
得
た
上
で
、
並
び
建
つ
土
蔵
と
あ

わ
せ
、
正
面
外
観
を
復
原
的
に
修
理
し
ま
し
た
。

改
変
が
少
な
か
っ
た
主
屋
の
座
敷
部
は
、
床
組

も
含
め
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
部
材
を
可
能
な
限
り
残

し
、
当
時
の
技
法
な
ど
も
保
存
す
る
よ
う
に
努
め

ま
し
た
。
一
方
改
変
が
大
き
か
っ
た
土
間
や
中
央

居
室
部
は
、
近
年
の
改
造
部
分
を
撤
去
し
、
当
初

の
部
材
を
残
し
つ
つ
壁
な
ど
を
新
設
し
て
耐
震
補

強
を
施
す
な
ど
、
将
来
の
活
用
に
備
え
る
こ
と
と

し
ま
し
た
。

こ
の
他
主
屋
の
大
棟
で
は
、
建
立
年
代
よ
り
時

代
が
下
る
宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）
に
橋
本
市
に

隣
接
す
る
奈
良
県
五
条
市
で
作
ら
れ
た
鬼
瓦
が
確

認
さ
れ
ま
し
た
。
一
方
、
丸
瓦
や
平
瓦
に
は
同
時

期
の
大
阪
泉
南
の
瓦
が
多
量
に
使
用
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
建
立
時
期
と
の
時
代
差
や
、
産
地
の
異
な

る
瓦
が
併
用
さ
れ
て
い
る
理
由
の
解
明
に
は
い
た

り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
分
類
調
査
の
結
果
を
記
録

す
る
と
伴
に
、
可
能
な
限
り
屋
根
に
再
用
す
る
こ

と
で
、
資
料
と
し
て
後
世
に
伝
え
る
こ
と
と
し
ま

し
た
。

写真３　池永家住宅　主屋正面古写真写真４　主屋大棟鬼瓦銘
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み
そ
や
別
館
〔
橋
本
市
橋
本
〕
平
成
二
十
七
年
度

み
そ
屋
別
館
は
、
大
和
街
道
を
挟
ん
で
火
伏
医

院
の
向
か
い
に
建
つ
明
治
期
の
呉
服
商
の
屋
敷
で

す
。主

屋
に
は
棟
札
が
残
り
、
明
治
十
七
年

（
一
八
八
四
）
に
京
都
と
橋
本
の
大
工
棟
梁
に
よ

り
建
て
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
北
側
背

面
が
土
手
と
な
る
傾
斜
地
に
建
て
ら
れ
て
お
り
、

敷
地
北
端
の
上
蔵
及
び
離
座
敷
、
下
蔵
は
、
主
屋

の
二
階
ほ
ど
の
高
さ
の
土
地
に
建
て
ら
れ
、
各
建

物
が
渡
り
廊
下
で
立
体
的
に
つ
な
が
る
、
遊
び
心

に
富
ん
だ
建
物
で
す
。

み
そ
や
別
館
も
火
伏
医
院
同
様
に
、
土
地
区
画

整
理
事
業
で
一
旦
全

て
の
建
物
を
隣
接
地

に
仮
曳
家
し
、
北
側

の
擁
壁
や
敷
地
造
成

工
事
完
了
後
、
元
の

位
置
に
曳
家
し
な
お

す
事
業
を
進
め
て
い

ま
す
。
あ
わ
せ
て
各

建
建
の
修
理
や
、
改

造
さ
れ
た
部
分
の
復

原
調
査
を
進
め
て
い

ま
す
。

主
屋
は
銀
行
な
ど

に
転
用
さ
れ
た
た
め
、

正
面
や
土
間
部
分
が

大
き
く
改
造
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
し
か
し
今
回
の
修
理
に
伴
う
調
査
の

結
果
、
大
正
時
代
の
改
造
時
に
撤
去
さ
れ
た
出
格

子
や
床
机
、
特
徴
的
な
揚
戸
な
ど
の
古
材
が
多
数

発
見
さ
れ
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
部
材
を
使
っ
て
正
面

部
分
を
復
原
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
作
業
を
進
め

て
い
ま
す
。

屋
根
に
は
、
地
元
東
家
地
区
で
焼
か
れ
た
『
瓦

与
』
の
瓦
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

ま
し
た
。
か
つ
て
は
橋
本
駅
の
操
車
場
周
辺
に
三

軒
ほ
ど
の
瓦
屋
が
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
、『
瓦
与
』

の
瓦
は
橋
本
市
か
ら
か
つ
ら
ぎ
町
に
か
け
て
の
建

物
の
屋
根
に
ご
く
当
た
り
前
に
の
せ
ら
れ
て
い
た

も
の
で
す
が
、
急
速
に
姿
を
消
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
材
料
を
大
切
に
再
用
し
、
地
域
の
歴

史
を
後
世
に
伝
え
る
こ
と
も
、
登
録
文
化
財
の
大

切
な
役
割
で
す
。　
　
　
　
　
　
（
多
井　

忠
嗣
）

写真５　みそや別館
主屋屋根工事用足場より火伏医院を臨む

写真６　主屋曳家工事

写真８　発見された主屋正面出格子の古材 写真７　主屋鬼瓦銘
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短

信

私
が
文
化
財
研
究
会
並
び
に
文
化
財
セ
ン
タ
ー

に
お
世
話
に
な
っ
た
の
は
、
昭
和
58
年
７
月
で
し

た
。
若
い
こ
ろ
は
定
年
ま
で
は
ま
だ
ま
だ
先
が
長

い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
今
年
、
定
年
を
迎
え

て
み
て
長
か
っ
た
よ
う
で
短
か
っ
た
よ
う
な
、
ど

ち
ら
と
も
言
い
よ
う
の
な
い
感
が
あ
り
ま
す
。

発
掘
調
査
の
仕
事
は
、
良
き
に
つ
け
悪
し
き
に

つ
け
、
よ
く
今
日
ま
で
や
っ
て
こ
れ
た
も
の
だ
と

感
慨
深
く
な
り
、
昔
、
自
分
が
携
わ
っ
た
調
査
を

思
い
出
す
今
日
こ
の
頃
で
す
。

仕
事
で
の
失
敗
談
は
数
知
れ
ず
あ
り
ま
す
が
、

完
璧
な
調
査
と
い
う
も
の
は
殆
ん
ど
無
い
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
私
だ

け
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
…
…
。
例
え
ば
、
検

出
し
た
遺
構
（
柱
穴
や
溝
な
ど
）
を
掘
削
す
る
の

で
す
が
、
こ
の
時
に
掘
り
す
ぎ
だ
の
、
掘
り
足
ら

な
い
だ
の
と
い
う
結
果
が
往
々
に
し
て
付
き
ま
と

い
ま
す
。
こ
ん
な
時
の
救
世
主
が
、
土
層
堆
積
状

況
の
確
認
用
ベ
ル
ト
で
す
。
大
抵
の
遺
構
に
は
、

こ
の
ベ
ル
ト
を
残
し
て
掘
削
し
、
後
に
こ
の
ベ
ル

ト
に
沿
っ
て
断
割
り
を
入
れ
、
正
し
い
断
面
形
状

や
底
の
位
置
が

確
認
で
き
る
と

い
う
誠
に
あ
り

が
た
い
も
の
で

す
。
裏
を
返
せ

ば
、
こ
の
ベ
ル

ト
な
し
で
は
十

分
な
調
査
が
で

き
な
い
こ
と
に

な
り
、
発
掘
調

査
に
お
い
て
は

必
要
不
可
欠
な

ベ
ル
ト
様
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

次
に
「
土
坑
」
に
つ
い
て
少
し
触
れ
ま
す
。
こ

の
言
葉
の
定
義
は
、
発
掘
調
査
で
、
過
去
に
人
間

が
掘
り
く
ぼ
め
た
性
格
の
は
っ
き
り
し
な
い
穴
と

い
う
こ
と
で
、
調
査
に
お
い
て
は
便
利
な
言
葉
で

す
よ
ネ
。
柱
穴
、
墓
穴
、
竪
穴
建
物
と
い
っ
た
よ

う
な
性
格
付
け
の
で
き
る
穴
と
は
違
い
、
何
の
変

哲
も
な
い
単
な
る
穴
を
呼
称
す
る
場
合
に
よ
く
使

わ
れ
ま
す
。
挙
句
の
果
て
に
、
土
坑
の
で
き
そ
こ

な
い
な
ど
は
、
土
坑
状
遺
構
な
ど
と
「
状
」
を
付

す
こ
と
に
よ
っ
て
更
に
曖
昧
さ
が
強
調
さ
れ
た
表

現
に
な
り
ま
す
。
平
た
く
言
え
ば
、「
よ
く
判
り

ま
し
ぇ
～
ん
。」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
よ
ネ
。

元
々
、
遺
構
に
は
意
味
の
な
い
も
の
な
ど
は
な
い

の
で
す
が
、
こ
れ
ら
遺
構
の
性
格
が
判
明
す
れ
ば
、

そ
の
時
代
時
代
の
生
活
様
式
が
く
っ
き
り
と
細
部

ま
で
解
る
反
面
、
推
量
の
域
が
狭
ま
る
こ
と
と
な

り
、
発
掘
調
査
の
魅
力
と
い
う
か
楽
し
み
も
半
減

す
る
で
し
ょ
う
ネ
。

さ
て
、
発
掘
調
査
で
は
、
調
査
し
た
内
容
の
報

告
書
作
成
と
い
う
難
関
が
最
後
に
待
ち
受
け
て
い

ま
す
。
先
に
記
述
し
た
土
坑
な
ど
に
関
し
た
こ
と

で
す
が
、
原
稿
執
筆
時
に
は
、「
…
で
あ
ろ
う
。」

「
…
と
思
わ
れ
る
」「
…
と
考
え
ら
れ
る
。」
な
ど

の
推
量
す
る
言
葉
が
よ
く
使
わ
れ
ま
す
。
余
り
断

定
や
断
言
す
る
こ
と
は
禁
物
で
す
よ
ね
。
こ
れ
を

し
ち
ゃ
う
と
、
時
に
は
独
り
歩
き
を
し
て
恐
ろ
し

い
事
態
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
か
ら
！
「
恐
ろ
し
い

事
態
」、
そ
れ
は
ご
想
像
に
お
任
せ
し
ま
す
。
か

く
言
う
私
も
推
量
言
葉
の
使
用
頻
度
の
高
い
一
人

で
は
あ
る
の
で
す
が
ネ
。

最
後
に
、
調
査
を
し
て
い
る
と
、
調
査
員
の
殆

ど
が
体
験
す
る
こ
と
な
の
で
す
が
、
頭
の
上
で
声

が
す
る
。「
古
墳
掘
っ
て
る
ん
か
え
？
」
古
墳
の

時
は
そ
れ
で
い
い
の
で
す
が
、
古
墳
は
遺
跡
の
中

の
種
類
で
す
。も
う
一
つ
、「
◯
◯
◯
出
る
か
ぁ
？
」

絶
対
と
は
言
い
ま
せ
ん
が
、「
出
ま
せ
ん
か
ら
！
」

（
佐
伯 

和
也
）

定
年
と
い
う
歳
を
迎
え
て

（
発
掘
調
査
の
常
識
）

和田遺跡　奈良時代の木枠井戸断割状況
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き
わ
め
て
私
事
な
が
ら
、
こ
の
春
で
筆
者
は
発

掘
屋
を
卒
業
、
定
年
退
職
を
迎
え
ま
す
。

は
じ
め
て
現
場
に
立
っ
た
時
か
ら
35
年
余
、
い

ま
で
は
調
査
に
携
わ
っ
た
遺
跡
の
数
も
、
作
成
し

た
報
告
書
の
数
も
忘
れ
る
ほ
ど
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た

｜
｜

｜
｜

。

そ
う
し
た
中
で
、
印
象
深
く
、
い
ま
だ
に
記
憶

に
残
る
遺
構
と
い
う
も
の
も
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。

写
真
の
「
竪
穴
建
物
」
も
そ
の
ひ
と
つ
。
平
成
元

年
に
行
っ
た
か
つ
ら
ぎ
町
の
佐さ

野や

遺
跡
の
調
査
で

検
出
し
た
弥
生
時
代
後
期
の
建
物
跡
で
す
が
、
真

円
に
近
い
形
状
の
美
し
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

炉
堤
と
よ
ば
れ
る
炉
の
周
囲
の
わ
ず
か
な
盛
り
上

が
り
も
見
逃
さ
ず
掘
り
き
っ
た
満
足
感
の
あ
る
遺

構
で
す
。

正
直
に
言
え
ば
、
こ
う
し
た
満
足
の
い
く
調
査

と
言
う
の
は
少
な
い
で
す
よ
。
む
し
ろ
掘
り
間
違

え
た
り
、
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
事
例
の
方
が
圧

倒
的
に
多
い
で
す
。
こ
れ
ま
で
数
え
き
れ
な
い
ほ

ど
の
竪
穴
建
物
や
お
墓
な
ど
の
遺
構
を
掘
っ
て
き

ま
し
た
が
、
一
番
掘
っ
た
の
は
〝
墓
穴
〟
だ
っ
た

気
が
し
ま
す

｜
｜

。
調
査
に
関
し
て
は
、
顧
み
て

忸じ
く

怩じ

た
る
思
い
が
あ
り
ま
す
ね
。

そ
れ
に
し
て
も
こ
の
35
年
余
り
で
、
発
掘
の
世

界
も
大
き
く
様
変
わ
り
し
ま
し
た
。
使
う
道
具
ひ

と
つ
を
と
っ
て
も
、
測
量
に
使
う
ト
ラ
ン
シ
ッ
ト

は
、
最
初
は
バ
ー
ニ
ヤ
式
の
も
の
で
、
関
数
電
卓

を
片
手
に
や
っ
て
い
ま
し
た
が
、
途
中
で
セ
オ
ド

ラ
イ
ト
に
代
わ
り
、
今
や
光
波
式
の
デ
ジ
タ
ル
で
、

斜
距
離
も
自
動
計
算
で
補
正
し
て
く
れ
ま
す
。

報
告
書
に
掲
載
す
る
、
遺
構
や
遺
物
実
測
図
の

ト
レ
ー
ス
は
、
昔
は
す
べ
て
ロ
ッ
ト
リ
ン
グ
ペ
ン

を
使
っ
て
や
っ
て
い
ま
し
た
。
今
は
大
半
が
イ
ラ

ス
ト
レ
ー
タ
ー
な
ど
の
ソ
フ
ト
を
使
っ
た
Ｐ
Ｃ
上

で
の
作
成
に
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。

現
代
機
器
に
疎う
と

い
筆
者
は
、負
け
惜
し
み
で「
味

の
な
い
線
だ
な
ぁ
」
な
ど
と
う
そ
ぶ
い
て
い
ま
す

が
、
こ
れ
も
時
代
の
趨
勢
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う

ね
。
ま
さ
に
往
時
茫
々
で
す
。

こ
う
し
た
新
し
い
環
境
で
は
、
新
し
い
世
代
が

育
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
近
年
、
こ
う
し
た
埋
蔵

文
化
財
専
門
職
員
の
高
齢
化
・
後
継
者
不
足
が
問

題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
大
学
の
授
業
出
席
重
視
か

ら
現
場
で
の
経
験
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
や

就
職
難
で
学
生
が
敬
遠
し
た
こ
と
が
そ
の
要
因
だ

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
食
べ
て
い
け
る
の
か
と
い

う
現
実
的
な
不
安
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

そ
れ
で
思
い
出
し
ま
し
た
が
、
か
な
り
以
前
、

現
地
説
明
会
の
終
わ
っ
た
後
、
高
校
生
の
娘
さ
ん

を
伴
っ
た
ご
両
親
か
ら
「
こ
の
子
が
、
考
古
学

を
や
り
た
い
と
い
っ
て
い
る
の
で
す
が

｜
｜

だ
い

じ
ょ
う
ぶ
で
し
ょ
う
か
」
と
の
質
問
を
受
け
ま
し

た
。「
糊こ

口こ
う

を
し
の
ぐ
ぐ
ら
い
は

｜
｜

」
と
、
苦

笑
い
し
な
が
ら
返
答
し
た
こ
と
を
お
ぼ
え
て
い
ま

す
。
ご
両
親
に
す
れ
ば
よ
ほ
ど
心
配
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
。
富
貴
栄
華
は
約
束
で
き
ま
せ
ん
が
、
や

り
が
い
の
あ
る
仕
事
だ
と
思
い
ま
す
し
、
ぜ
ひ
若

い
世
代
の
参
加
、
奮
闘
を
期
待
し
た
い
で
す
ね
。

そ
れ
に
付
言
す
る
な
ら
ば
、
考
古
男
子
は
モ
テ

ま
す
よ
。
こ
れ
は
筆
者
が
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
世
界
的
に
著
名
な
ミ
ス
テ
リ
ー
作

家
、
あ
の
ア
ガ
サ
・
ク
リ
ス
テ
ィ
の
言
で
す
。
彼

女
曰
く
、「
夫お
っ
と

に
す
る
な
ら
、
考
古
学
者
が
一
番
。

だ
っ
て
、
歳
を
と
る
ほ
ど
興
味
を
も
つ
て
く
れ
る

か
ら

｜
｜

｜

」　　
　
　
　
　
　
　
（
村 

田   

弘
）         

往

時

茫ぼ
う

々ぼ
う

かつらぎ町佐野遺跡の竪穴建物（1990年）
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も
の
を
測
る
の
が
難
し
い
。
私
が
今
、
日
々
感
じ
て
い
る
こ
と
で
す
。
文
化

財
建
造
物
は
長
い
歴
史
を
経
て
様
々
な
所
に
狂
い
や
風
化
が
あ
る
場
合
が
多
い

た
め
、
現
状
の
長
さ
を
測
る
だ
け
で
は
な
く
、
建
築
さ
れ
た
頃
に
計
画
さ
れ
た

寸
法
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
を
考
え
な
が
ら
調
査
し
ま
す
。

初
め
て
建
物
全
体
を
実
測
し
て
図
面
を
描
い
た
時
の
こ
と
で
す
。
な
ぜ
か
格

好
が
悪
く
、
柱
な
ど
の
部
材
と
軒
ま
わ
り
の
部
材
と
が
上
手
に
合が

っ

致ち

し
ま
せ
ん

で
し
た
。
た
く
さ
ん
の
箇
所
を
測
っ
て
長
さ
や
大
き
さ
を
組
み
合
わ
せ
れ
ば
、

図
面
が
完
成
す
る
と
考
え
て
い
た
の
が
間
違
い
だ
っ
た
の
で
す
。
原
因
に
悩
み
、

先
輩
に
相
談
す
る
と
、
建
て
ら
れ
た
当
時
の
様
子
を
想
像
し
て
「
計
画
寸
法
」

と
い
う
も
の
を
見
つ
け
て
み
な
さ
い
と
助
言
を
も
ら
い
ま
し
た
。

こ
れ
を
意
識
し
て
確
か
め
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
規
則
性
が
見
え
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
例
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ

の
柱
の
間
に
垂た

る

木き

と
呼
ば
れ
る
屋

根
を
支
え
る
部
材
が
何
本
あ
る
か

数
え
て
間
隔
も
測
り
直
す
と
、
柱

間
に
垂
木
が
等
間
隔
に
並
び
、
組

物
と
呼
ば
れ
る
接
合
部
分
と
も
均

等
に
納
ま
っ
て
い
た
の
で
す
。
こ

れ
ら
の
ル
ー
ル
を
意
識
し
て
実
測

し
た
値
に
修
正
し
て
描
く
と
、
建

物
全
体
の
比
率
に
合
っ
た
正
確
な

図
面
に
整
い
ま
し
た
。

工
夫
を
凝
ら
し
た
建
築
を
調
べ

る
に
は
実
測
も
、
ひ
と
工
夫
が
必

要
だ
と
実
感
さ
せ
ら
れ
た
経
験
で

し
た
。　
　
　
　
　
（
大
給
友
樹
）

先
日
、
北
垣
聰
一
郎
先
生
と
昼
食
を
ご
一
緒
し
、
そ
の
あ
と
半
日
か
け
て
根

来
山
内
の
石
垣
を
二
人
で
見
て
歩
く
機
会
を
得
ま
し
た
。
北
垣
さ
ん
は
、
我
が

国
の
城
郭
、
な
か
で
も
そ
の
石
垣
研
究
の
第
一
人
者
と
し
て
知
ら
れ
る
碩
学
で

す
。
金
沢
城
を
は
じ
め
、
全
国
の
ほ
と
ん
ど
の
お
城
の
石
垣
修
復
や
復
元
で
指

導
的
な
役
割
を
な
さ
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

筆
者
は
不
思
議
と
若
い
頃
か
ら
ご
縁
が
深
く
、
根
来
寺
の
高
石
垣
、
紀
の
川

の
石
積
み
堤
防
、
和
歌
山
市
内
の
水す

い

軒け
ん

堤
防
な
ど
、
筆
者
が
石
積
み
の
遺
構
に

当
た
る
度
に
遠
路
お
越
し
い
た
だ
き
、
そ
の
都
度
、
有
益
な
ご
教
示
を
い
た
だ

い
て
き
ま
し
た
。

石
積
み
の
技
法
は
、
大
き
く
言
え
ば
、
自
然
石
を
そ
の
ま
ま
積
み
上
げ
た

「
野の

面づ
ら

積
み
」
か
ら
、
法
面
を
打
ち
か
い
た
「
打
込
み
は
ぎ
」、
さ
ら
に
石
と
石

と
の
接
合
面
の
隙
間
を
な
く
す
「
切
込
み
は
ぎ
」
へ
と
変
化
し
ま
す
。
ち
な
み

に
〝
は
ぎ
〟
と
は
、
漢
字
で
書
け
ば
〝
接
〟、
石
と
石
の
接
し
方
の
謂
い
で
す
。

石
垣
と
い
う
と
、
何
か
も
ろ
く
、
ひ
弱
な
印
象
を
お
持
ち
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
で
す
よ
。
新
名
神
高
速
道
路
の
建
設
時
、
擁
壁
を
石

積
み
に
す
る
か
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
す
る
か
で
、
大
規
模
な
耐
力
試
験
を
実
施
し

た
と
こ
ろ
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
よ
り
は
る
か
に
強
い
こ
と
が
実
証
さ
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
た
石
積
み
技
術
を
有
名
に
し
た
の
は
、
穴あ

の
う
し
ゅ
う

太
衆
と
よ
ば
れ
る
石
工
集

団
で
す
ね
。
信
長
の
安
土
城
建
設
時
に
重
用
さ
れ
た
の
を
契
機
に
、
以
後
、
全

国
の
城
普
請
に
徴
用
さ
れ
、
そ
の
名
を
馳
せ
ま
す
。

そ
の
伝
統
的
技
術
を
現
代
に
受
け
継
ぐ
名
工
か
ら
、
北
垣
先
生
が
そ
の
秘
伝

を
聞
き
取
っ
た
な
か
に
「
石
の
心
を
聞
く
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
。
つ
ま

り
、
そ
の
石
が
ど
こ
に
置
い
て
ほ
し
い
と
い
っ
て
い
る
の
か
、
石
の
気
持
ち
を

聞
い
て
、
理
解
し
て
や
る
こ
と
が
、
石
積
み
の
要
諦
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。
な

る
ほ
ど
な
ぁ
、
と
思
い
ま
し
た
。

こ
う
い
う
の
を「
イ
シ
疎
通
」と
言
い
ま
す

｜
｜
｜
｜

。　
　
（
村
田　
　

弘
）

発
掘
屋
余
話 

㉝
　
　
石
　
積
　
み

垂木と組物の関係性 ( 総持寺総門 )
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