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去
る
六
月
六
日
｀
新
指
定
の
重
要
文
化
財
の
官
報
告

示
が
行
わ
れ
、
昭
和
五
十
四
年
度
の
歴
史
資
料
部
門
の

重
要
文
化
財
と
し
て
、
徳
川
家
康
関
係
資
料
（
静
岡
県
・

久
能
山
東
照
宮
所
蔵
）
お
よ
び
大
内
氏
勘
合
貿
易
印
等

関
係
資
料
（
山
口
県
・
財
団
法
人
防
府
毛
利
報
公
会
所

蔵
）
の
二
件
の
指
定
が
決
ま
っ
た
。
昭
和
五
十
年
度
に

行
わ
れ
た
文
化
財
保
謹
法
の
一
部
改
正
に
伴
っ
て
、
有

形
文
化
財
に
新
た
に
歴
史
資
料
の
指
定
・
保
存
が
加
え

ら
れ
て
か
ら
、
こ
れ
で
指
定
件
数
は
新
指
定
五
件
、
所

属
換
え
七
件
を
併
せ
て
十
二
件
の
歴
史
資
料
か
誕
生
し

た
こ
と
と
な
る
。

今
回
の
新
指
定
二
件
の
う
ち
、
徳
川
家
康
関
係
資
料

は
家
康
の
廟
所
と
さ
れ
た
久
能
山
東
照
宮
に
伝
来
し
た

も
の
で
、
家
康
生
前
の
所
用
品
と
伝
え
る
書
画
・
典
籍
・

諸
道
具
類
と
斃
後
同
社
に
奉
納
さ
れ
た
家
康
の
位
記
・

宣
旨
類
、
お
よ
び
神
服
で
あ
る
装
束
・
調
度
類
を
中
心

と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
寛
文
四
年
(
-
六

六
四
）
十
一
月
に
東
照
宮
が
作
成
し
た
家
康
の
遣
品
目

録
「
久
能
山
御
道
具
帳
之
覚
」
に
記
載
さ
れ
た
遺
品
の

う
ち
、
伝
来
が
確
実
な
も
の
を
選
別
し
た
も
の
で
、
遣

昂
と
し
て
の
信
憑
性
は
高
い
と
認
め
ら
れ
る
。

家
康
の
遺
品
は
‘
菟
後
に
い
わ
ゆ
る
御
―
―
一
家
等
に
分

与
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
の
一
部
は
「
駿
河
釦
分
物
御
道

具
帳
」
に
み
え
て
い
て
｀
▼
尾
張
徳
川
家
の
徳
川
黎
明
会

に
も
ま
と
ま
っ
た
遺
品
か
伝
わ
っ
て
い
る
が

f

そ
れ
ら

は
い
わ
ゆ
る
御
蔵
物
と
し
て
伝
来
し
た
の
に
対
し
、
こ

の
久
能
山
東
照
宮
の
遺
品
は
、
家
康
が
平
生
に
使
用
し

て
い
た
日
常
品
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
の
が
特

徴
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
大
別
し
て
書
院
調
度
、
香
道
具
、

茶
道
具
、
あ
る
い
は
家
康
の
薬
好
き
を
反
映
し
た
薬
道

具
、
そ
の
他
の
身
建
り
品
に
分
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
中

に
は
桃
山
・
江
戸
前
期
の
代
表
的
工
芸
品
で
あ
る
硯
箱

r

刀
掛
、
脇
息
、
手
拭
掛
の
類
、
中
国
渡
来
に
な
る
香
炉
、

茶
碗
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
い
わ
ゆ
る
呂
宋
壺
、
朝
鮮
本
で

本

信

吉

文
化
庁
・
美
術
工
芸
課
主
任
文
化
財
調
査
官
）

山

史
資
料
の
保
存
に
つ
い
て

あ
る
朱
書
父
母
恩
重
経
、
和
剤
局
方
（
銅
活
字
本
）
、
さ

ら
に
は
ス
ペ
イ
ン
か
ら
献
上
さ
れ
た
洋
時
計
、
目
器
（
眼

鏡
）
、
鉛
筆
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
て
、
晩
年
の
家
康
が
桃

山
時
代
の
遺
風
と
も
い
う
べ
き
国
際
色
豊
か
な
調
度
品

に
囲
ま
れ
て
い
た
こ
と
か
判
明
す
7

完
通
例
、
文
献
に

み
る
徳
川
家
康
と
い
え
ば
‘
織
田
信
長
の
進
取
の
気
性
、

豊
臣
秀
吉
の
絢
爛
た
る
趣
向
に
比
べ
、
質
実
な
気
風
が

連
想
さ
れ
る
が
、
そ
の
信
条
の
在
り
方
は
別
と
し
て
、

こ
れ
ら
の
遣
品
は
家
康
の
生
活
が
極
め
て
都
風
な
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る

C

恐
ら
く
こ
の
傾
向
は

家
康
に
と
ど
ま
ら
ず
、
当
時
の
大
々
名
の
生
活
環
境
を

も
現
し
た
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
大
内
氏
勘
合
貿
易
印
等
関
係
資
料
は
、
大
別

し
て
通
信
符
銅
印
と
、
日
本
国
王
木
印
と
、
大
宰
大
武

鉛
印
・
多
々
良
朝
臣
鉛
印
・
多
々
良
義
長
木
印
の
―
二
種

か
ら
な
っ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
、
通
信
符
銅
印
は
朝
鮮
の
端
宗
元
年
に
当

た
る
景
泰
四
年
(
-
四
五
三
、
日
本
の
享
徳
二
年
）
に

鋳
造
さ
れ
て
大
内
氏
に
贈
ら
れ
た
印
で
、
「
通
信
符
L

の

二
字
を
半
分
に
散
っ
た
右
側
の
印
に
当
た
り
、
勘
合
貿

易
印
の
現
在
唯
一
の
遺
品
と
し
て
珍
し
い
。
室
町
時
代
、

日
本
と
の
貿
易
激
増
に
悩
ん
だ
朝
鮮
は
し
ば
し
ば
日
本

人
の
渡
航
に
制
限
を
加
え
、
通
航
者
を
日
本
国
王
（
足

利
将
軍
家
）
、
巨
酋
（
畠
山
、
細
川
、
山
名
、
大
内
氏
ら

の
大
々
名
）
、
授
図
書
人
（
朝
鮮
王
か
ら
姓
名
を
刻
し
た

印
を
与
え
ら
れ
た
も
の
）
、
授
職
人
（
官
職
を
与
え
ら
九

た
も
の
）
の
四
種
に
分
け
、
そ
の
身
分
に
応
じ
て
貿
易

回
数
・
船
数
を
定
め
た
。
そ
の
有
り
様
は
朝
鮮
の
知
日

--13--



派
貴
族
で
あ
っ
た
申
叔
舟
の
著
書
「
海
東
諸
国
紀
」
に

詳
し
い
が
、
巨
酋
の
一
人
て
あ
っ
た
大
内
氏
は
「
多
多

良
氏
な
り
、
（
中
略
）
、
周
防
、
長
門

r

出
豆
前
、
筑
前
の
四

州
の
地
を
管
し
、
兵
は
最
強
な
り
、
日
本
人
は
百
済
王

温
袢
の
後
と
称
す
」
（
原
漢
文
）
と
記
さ
れ
て
い
て

r

朝

鮮
か
ら
は
特
別
の
大
名
に
み
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
通

信
符
は
こ
の
大
内
氏
に
対
し
て
朝
鮮
か
贈
っ
た
貿
易
公

認
印
て
、
多
々
良
朝
臣
鉛
印
・
大
宰
大
武
鉛
印
も
そ
の

製
法
よ
り
み
て
、
巨
酋
の
首
で
あ
っ
た
大
内
氏
の
貿
易

特
権
を
示
す
印
と
し
て
朝
鮮
で
作
ら
れ
た
可
能
性
が
高

、。
i
>
 

ま
た
日
本
国
王
木
印
は
、
毛
利
家
の
伝
承
で
は
、
か

つ
て
足
利
義
満
か
永
楽
元
年
(
-
四

0
三
、
日
本
の
応

永
十
年
）
に
明
の
成
祖
か
ら
贈
ら
れ
た
と
伝
え
る
も
の

で
、
そ
の
旨
を
証
す
る
大
内
義
長
の
証
状
も
附
せ
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
義
満
か
得
た
印
は
虚
印
と
い
わ
れ

f

し
た
が
っ
て
木
印
て
あ
る
こ
の
印
は
模
造
印
と
す
る
の

が
通
説
て
あ
っ
た
が
、
今
回
の
指
定
調
査
で
、
日
本
製

て
は
な
く
、
大
陸
、
あ
る
い
は
大
陸
の
離
印
職
人
に
よ

―
＇
で
作
ら
れ
た
も
の
で
、
実
用
性
を
も
備
え
た
印
で
あ

る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
当
時
の
朝
鮮
が
足
利
将
軍
家

を
日
本
国
王
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
あ
る

い
は
大
内
氏
が
将
軍
家
を
惜
称
し
て
、
こ
の
印
を
使
用

し
た
こ
と
も
推
測
さ
れ
る
わ
け
て
あ
る
。
し
か
も
、
こ

九
ら
の
諸
印
が
揃
っ
て
毛
利
氏
に
伝
来
し
て
い
る
こ
と

は
こ
れ
ら
の
貿
易
印
が
単
に
珍
負
な
も
の
と
し
て
嬰

璽
さ
札
た
だ
け
で
は
な
く
、
大
内
氏
の
滅
亡
後
、
毛
利

氏
が
大
内
氏
の
権
利
を
継
承
し
た
し
る
し
と
し
て
実
際

の
規
定
は
こ
れ
ら
先
行
法
の
趣
旨
を
受
け
継
い
だ
こ
と

が
明
ら
か
で
、
歴
史
上
価
値
の
高
い
も
の
と
は
い
わ
ば

胚
史
の
史
実
を
証
す
る
に
足
る
恨
本
史
料
と
し
て
の
典

藉
・
古
文
書
及
ひ
銘
文
等
の
あ
る
絵
画
・
彫
刻
・
エ
芸

品
等
を
指
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
か
で
き
、
事
実
指
定

文
化
財
も
そ
の
線
に
沿
っ
て
選
定
さ
れ
て
い
る
。

史
料
と
資
料
と
の
違
い
に
つ
い
て
の
用
語
の
定
義
は

さ
て
お
い
て
、
歴
史
資
料
は
こ
れ
ま
で
の
文
献
的
史
斜

性
に
価
値
を
置
い
た
指
定
と
は
別
に
、
歴
史
の
生
き
た

姿
を
具
体
的
に
伝
え
た
重
要
な
遣
品
類
を
積
極
的
に
保

存
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
も
の
で
、
対
象
と
し
て
は
例
え

ば
経
済
、
商
業
、
外
交
、
貿
易
、
宗
教
‘
学
芸
、
あ
る

い
は
度
量
衡
、
生
産
技
術
等
の
分
野
に
視
点
を
置
い
て
、

学
術
上
の
資
料
と
な
り
得
る
遣
品
類
の
保
存
と
活
用
を

図
ろ
う
と
す
る
点
に
意
義
が
あ
る
と
者
え
ら
れ
る

C

今

年
度
に
新
た
に
指
定
さ
れ
た
徳
川
家
康
関
係
資
料
、
大

内
氏
貿
易
印
等
関
係
資
料
は
‘
こ
う
し
た
歴
史
資
料
保

存
の
趣
旨
か
ら
み
れ
ば
適
切
な
指
定
で
あ
っ
た
と
い
え

よ
う
。た

だ
し
、
一
口
に
歴
史
資
料
と
い
っ
て
も
そ
の
指
定

保
存
は
容
易
て
は
な
い
。
絵
画
・
彫
刻
等
の
有
形
文
化

財
は
明
治
時
代
か
ら
調
査
の
手
が
全
国
的
に
及
ん
で
い

て
、
重
要
な
遺
品
の
所
在
は
比
較
的
明
ら
か
に
さ
れ
て

お
り
、
ま
た
「
歴
史
ノ
證
徴
、
美
術
ノ
模
範
」
と
し
て

の
基
準
も
ほ
ぼ
確
立
さ
れ
て
い
る
の
に
比
べ
、
こ
の
麿

史
資
料
の
対
象
と
な
る
べ
き
遺
品
の
調
査
は
緒
に
つ
い

た
と
は
必
ず
し
も
言
い
が
た
い
し
、
そ
の
価
値
基
準
は
‘

歴
史
の
胎
動
が
時
代
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
地
域
に
よ

に
朝
鮮
貿
易
に
使
用
し
た
可
能
性
か
あ
る
。
そ
う
し
た

史
実
を
示
す
文
献
は
な
い
か
、
毛
利
家
の
秘
庵
に
厳
重

に
収
め
ら
れ
て
い
た
こ
れ
ら
の
印
に
は

r

往
時
の
毛
利

家
の
歴
史
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
か
も
し
れ

な
い
。去

る
昭
和
五
十
年
に
行
わ
れ
た
文
化
財
保
謡
法
の
一

部
改
正
に
さ
い
し
、
有
形
文
化
財
の
定
義
を
定
め
た
第

二
条
第
一
項
、
「
建
造
物
、
絵
画
、
彫
刻
、
工
芸
品

r

書

跡
、
典
籍
、
古
文
曾
そ
の
他
の
有
形
の
文
化
的
所
産
て

我
か
国
に
と
つ
て
歴
史
上
又
は
芸
術
上
価
値
の
高
い
も

の
並
び
に
考
古
資
料
」
の
条
文
の
次
に
「
そ
の
他
の
学

術
土
価
値
の
高
い
辰
史
資
料
」
の
文
言
か
加
え
ら
れ
、

紺
た
に
歴
史
資
料
の
指
定
・
保
存
か
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
が
、
そ
の
改
正
の
趣
旨
と
し
て
は
大
別
し
て
ニ

つ
の
理
由
か
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
一
は
有
形
文
化
財
の
定
義
を
定
め
た
文
化
財

保
護
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
が
文
化
財
を
絵
画
・
彫

刻
等
の
形
態
種
別
で
規
定
し
て
い
る
た
め
、
歴
史
上
の

遺
品
で
そ
の
種
別
に
該
当
し
な
い
も
の
、
あ
る
い
は
歴

史
的
・
系
統
的
に
ま
と
ま
っ
て
伝
存
し
て
価
値
の
嵩
い

遣
品
か
異
な
る
種
別
に
ま
た
か
っ
て
存
在
す
る
場
合
に
、

と
か
く
不
都
合
を
生
し
る
こ
と
か
多
か
っ
た
こ
と
て
あ

ろ
う

0

例
え
ば
、
慶
長
遣
欧
使
節
閲
係
資
料
か
そ
の
一

例
で
こ
札
は
慶
長
十
八
年
(
-
六
―
―
―
-
）
に
伊
達
政

宗
が
支
倉
常
長
を
使
者
と
し
て
ロ
ー
マ
に
派
遣
し
た
折

に
持
ち
帰
っ
た
幽
品
類
て
あ
る
が
ロ
ー
マ
市
民
椛
柾

書
、
ロ
ー
マ
法
畠
パ
ウ
ロ
カ
牲
お
よ
び
支
會
布
長
の
肖

像
油
絵
、
十
字
架
、
メ
ダ
イ
、
ロ
サ
リ
オ
、
あ
る
い
は

っ
て
異
な
る
よ
う
に
、
固
定
す
る
こ
と
は
困
難
て
あ
る
。

文
化
庁
が
去
る
昭
和
五
十
一
年
か
ら
国
庫
補
助
事
業
と

し
て
実
施
し
て
い
る
腿
史
資
料
闊
査
は
、
こ
う
し
た
歴

史
資
料
保
存
の
現
状
を
前
提
と
し
て
、
ま
ず
地
方
自
治

体
が
そ
の
地
域
の
晟
史
に
応
じ
た
歴
史
資
料
を
調
査
し
、

そ
の
実
態
を
把
捏
し
て
ゆ
く
こ
と
に
主
点
を
附
い
た
も

の
で
、
す
で
に
事
業
件
数
で
五
十
数
件
の
実
施
を
み
て

い
る
が
、
そ
の
成
果
に
は
時
と
し
て
目
を
見
張
る
も
の

が
あ
る
。

一
例
を
挙
げ
れ
は
富
山
県
が
実
施
し
て
い
る
高
樹
文

靡
の
調
査
が
あ
る
。
こ
の
高
樹
文
庫
は
江
戸
時
代
後
期
、

関
流
の
和
算
の
家
で
あ
っ
た
石
黒
家
の
逍
品
で
、
信
由

を
中
心
に
曽
孫
信
基
に
至
る
四
代
の
関
係
資
料
を
伝
え

て
い
る
が

f

今
回
の
調
査
で
福
井
県
の
小
浜
か
ら
琵
琶

湖
の
北
岸
堅
津
に
至
る
運
河
の
測
量
図
が
発
見
さ
れ
た
。

そ
の
詳
細
は
調
査
団
が
富
山
大
学
の
楠
瀬
•
本
下
教
授

を
中
心
と
し
て
研
究
中
で
あ
る
か
、
四
代
信
旭
が
慶
応

二
年
頃
に
作
成
し
た
も
の
で
、
概
要
は
小
浜
か
ら
パ
ナ

マ
運
河
方
式
で
船
を
上
げ
、
途
中
の
高
所
は
ト
ン
ネ
ル

で
通
そ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
し
も
こ
の
連
河
か

実
現
す
れ
ば
日
本
海
と
京
・
大
阪
を
つ
な
ぐ
最
短
距
離

の
道
と
な
り
、
日
本
経
済
に
大
変
革
を
引
き
起
こ
し
た

に
相
違
な
い
。
和
算
が
今
日
で
い
う
微
分
・
積
分
の
域
に

達
し
、
学
問
と
し
て
高
度
な
発
達
を
遂
け
た
こ
と
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
か
、
こ
の
石
黒
家
の
算
学
は
実
用
の

学
関
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
で
価
値
が
高

い
。
こ
の
運
河
は
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
か
ら
言
え
ば
（
実

現
性
は
別
と
し
て
）
、
大
津
・
京
都
を
む
す
ぶ
疏
水
の
規

マ
ン
ト
、
西
洋
鞍
な
ど
お
よ
そ
二
十
四
種
か
ま
と
ま
っ

て
伝
存
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
遣
品
は
個
々
に
み
て
も
‘

い
す
れ
も
絵
画
、
エ
T

詈
叫
古
文
書
等
の
各
部
門
の
類

例
ま
れ
な
文
化
財
と
し
て
価
値
か
高
い
も
の
て
あ
る
か
‘

種
別
に
分
割
し
て
指
定
す
る
の
は
、
ま
と
ま
っ
た
遺
品

と
し
て
持
つ
歴
史
的
意
義
か
ら
み
て
適
切
で
な
い
と
い

う
こ
と
で
、
昭
和
四
十
一
年
に
一
括
し
て
指
定
さ
れ

r

指
定
揺
別
を
便
宜
絵
画
と
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
国
の

重
要
文
化
財
と
し
て
の
価
値
に
変
わ
り
は
な
い
が
、
こ

う
し
た
形
態
別
の
種
別
指
定
は
歴
史
上
重
要
な
遺
品
を

積
極
的
に
指
定
保
存
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
場
合
と
か

＜
饂
路
と
な
る
傾
向
が
あ
っ
た
。

そ
の
二
は
、
歴
史
資
料
の
種
別
を
文
化
財
保
護
法
に

明
記
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
形
文
化
財
の
対
象
の
範

囲
の
拡
大
を
明
確
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。
我
か
国
の
文

化
財
保
設
行
政
は
、
唄
治
一
二
十
年
制
定
の
古
杜
寺
傑
存

法
に
始
ま
り
、
昭
和
四
年
施
行
の
国
宝
保
存
法
を
裔
て

文
化
財
保
履
法
に
発
展
し
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で

あ
る
か
、
古
杜
寺
保
育
法
・
国
宝
保
存
法
に
お
い
て
有
形

文
化
財
の
価
値
枯
準
の
他
底
を
な
し
て
い
た
の
は
「
歴

史
ノ
證
徴
、
美
術
ノ
模
範
ト
ナ
ル
ベ
，
千
モ
．
／
」
（
古
杜
寺

保
存
法
第
四
条
・
匡
宝
俣
存
法
第
一
条
）
て
あ
っ
た
＂

こ
の
観
点
は
さ
ら
に
潮
れ
は
明
治
二
十
一
・
年
に
発
足
し

た
臨
時
全
国
宝
物
取
調
局
の
鑑
杏
晶
準
で
あ
（
た
「
雁

史
上
，
＇
，
徴
拠
、
及
ヒ
美
術
工
芸
建
染
上

J

模
範
ト
ン
テ

要
用
ナ
ル
モ
／
」
に
淵
源
が
あ
る
と
思
わ
札
る
が
、
文

化
財
保
護
決
第
二
条
に
定
め
る
「
（
前
略
）
我
が
国
に
と

つ
て
歴
史
上
又
は
芸
術
上
価
値
の
高
い
も
の
（
後
略
）
」

模
を
は
る
か
に
上
回
る
も
の
で
、
恐
ら
く
背
景
に
は
幕

府
か
、
大
阪
商
入
の
後
援
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
明

冶
絣
祈
を
境
と
し
て
日
本
が
急
速
に
近
代
化
し
た
こ
と

は
世
界
の
驚
異
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
晶
盤
に
は
江

戸
時
代
に
す
で
に
こ
う
し
た
大
事
業
を
苓
え
得
る
学
問
口

技
術
・
経
済
の
詭
達
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
た
＇
畢
実
が
い
ま
ま
て
知
ら
れ
す
に
い
た
の
は

不
思
議
な
こ
と
と
い
え
る
が
、
こ
れ
は
研
究
者
の
物
の

見
方
に
責
任
が
あ
る
ら
し
い
。
相
算
の
家
と
し
て
の
高

樹
文
庫
は
学
界
に
も
知
ら
れ
、
そ
の
維
持
の
た
め
に
既

に
財
団
法
人
も
設
立
さ
れ
て
い
る
か

f

そ
の
観
点
は
石

黒
家
屈
代
の
学
問
を
示
す
と
思
わ
れ
た
著
述
稿
本
等
の

典
籍
類
に
罹
か
れ
、
そ
の
他
の
遺
品
は
と
か
く
等
閑
幌

さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
c

つ
ま
り
闊
成
の
価
値
概
念

か
先
行
し
て
い
た
わ
け
で
、
こ
の
一
事
を
し
て
も
屁
史

資
料
に
対
す
る
今
後
の
調
査
・
保
存
の
重
要
性
が
認
め

ら
れ
る
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

か
つ
て
明
治
十
二
年
、
時
の
太
政
官
政
府
は
太
政
官

布
告
を
も
っ
て
古
器
旧
物
保
存
方
を
令
し

f

そ
の
冒
頒

に
「
古
器
旧
物
ノ
類
ハ
古
今
時
勢
ノ
変
遷
制
度
風
俗
ノ

沿
革
ヲ
考
証
シ
候
タ
メ
其
ノ
粋
益
少
ナ
カ
ラ
ズ
候
慮
自

然
旧
キ
ヲ
堅
イ
新
ヲ
競
イ
候
流
弊
ヨ
リ
追
々
遣
失
毀
壌

二
及
ヒ
候
テ
ハ
実
二
愛
惜
ス
ベ
キ
事
二
候
條
各
地
方
ニ

於
イ
テ
屁
世
蔵
貯
致
シ
居
リ
候
古
器
旧
物
類
」
の
保
存

を
呼
び
か
け
た
。
ホ
来
明
治
百
年
を
過
ぎ
た
今
日
、
こ

の
布
告
の
意
味
を
も
う
一
度
含
味
し
て
み
る
必
要
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

---
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璽
歌
舞
伎
公
演

翻
誓
翫
耐
機
関

ー

村

井

長

庵

'

1

八
月
十
日
1
二
十
二
日

七
棉
九
場

0
か
い
せ
つ

極
悪
な
長
庵
と
実
直
な
久
八
と
の
ま
っ
た

く
対
照
的
な
竹
格
と
二
つ
の
筋
か
、
小
夜
衣

と
千
太
郎
の
伯
話
を
媒
介
と
し
て
互
い
に
関

辿
し
な
か
ら
並
行
し
、
最
後
に
大
館
（
大
岡
）

の
裁
き
に
よ
っ
て
解
決
す
る
ま
て
、
条
理
の

立
っ
た
構
成
に
黙
阿
弥
の
作
削
の
妙
が
あ
る
。

し
か
も
長
庵
・
久
八
の
性
格
1
ー
＇
金
欲
の
た

め
に
は
い
か
な
る
残
忍
陰
険
な
手
段
を
も
平

然
と
行
う
長
庵
と
、
主
思
い
で
律
義
実
直
な

久
八
と
の
両
者
が
み
ご
と
に
か
き
わ
け
ら
れ

て
お
り
、
こ
れ
を
一
人
二
役
て
洞
し
さ
せ
て

俳
優
の
泄
技
を
十
二
分
に
発
揮
さ
せ
る
な
ど
、

巧
妙
な
配
慮
か
な
さ
れ
て
い
る
。
六
暮
目
裏

長
屋
は
世
話
場
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
名

高
く
、
七
暴
目
の
歯
磐
津
「
小
夜
衣
千
太
郎
L

は
名
曲
の
一
っ
と
し
て
今
日
も
行
わ
れ
る
。

作
者
自
身
も
最
も
会
心
の
作
と
者
え
て
い
た

ら
し
い
こ
と
は
、
自
作
脚
本
集
『
狂
言
百
秤
』

の
第
一
編
に
お
い
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ

れ
る
。
今
日
の
歌
舞
伎
俳
優
の
中
で
最
も
技

巧
派
と
評
判
の
高
い
古
右
衛
門
か
、
悪
人
の

長
庵
・
善
人
の
久
八
を
演
じ
分
け
バ
示
十
郎
。

田
之
助
・
左
団
次
ら
の
参
加
で
活
気
あ
る
舞

台
が
繰
り
広
け
ら
れ
る
。

魯
あ
ら
す
じ

序
幕
（
麹
町
長
庵
宅
・
赤
羽
誤
栂
・
半
河

天
神
裏
門
）
梃
悪
非
道
な
医
者
村
井
長
庵

は
辿
州
藤
川
に
住
む
妹
婿
重
兵
衛
が
借
金
の

た
め
娘
お
悔
を
吉
原
に
売
っ
て
得
た
五
十
両

か
ほ
し
さ
に
、
翌
朝
婦
国
す
る
重
兵
術
を
わ

さ
と
一
刻
年
く
た
た
せ
、
雨
中
の
赤
打
根
低

で
殺
し
金
を
蒋
う

3

＿
一
幕
（
赤
羽
恨
辻
番

詮
議
）
し
か
も
長
庵
は
そ
の
罪
を
自
宅
に

治
療
に
き
た
浪
人
藤
掛
道
十
郎
に
き
せ
、
直

き
忘
れ
た
か
さ
を
証
拠
に
訴
え
出
る
。
道
十

郎
は
入
獄
。
三
幕
（
長
庵
内
）
長
庵
の

妹
て
あ
る
重
兵
術
の
女
房
お
そ
よ
は
娘
に
あ

い
た
さ
に
遠
州
＂
膝
川
か
ら
江
戸
へ
出
て
き
た

か
、
長
庵
は
言
を
左
右
に
し
て
会
わ
せ
ず
、

か
え

r

，
て
悪
事
の
露
類
を
恐
れ
て
、
早
廉
三

次
に
殺
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
お
梅
は
今
は
丁ヽ

に
も

.,＂比-
J
 

中
H

ふ且

掩

物
長

博
井

闊

村

訓学

絵

大
錦

田t”II 
了早

字
屋
の
小
夜
衣
と
な
り
、
こ
れ
に
馴
染
人
だ

伊
勢
屋
の
息
子
千
太
郎
は
、
親
元
身
請
け
を

し
て
や
る
と
い
う
長
庵
の
こ
と
は
を
信
し

r

―-

i

次
の
質
入
れ
し
た
白
露
の
知
刀
を
持
ち
出

し
土
十
両
を
作
っ
て
長
庵
に
設
す
。
か
、
長
庵

か
っ
た
た
め
、
逆
に
長
庵
に
追
い
返
さ
れ
る
。

四
幕
（
浅
草
田
南
）
三
次
は
長
庵
に
命

し
ら
れ
、
お
そ
よ
を
殺
す
。
五
幕
（
飯
田

町
，
裏
借
家
藤
掛
内
）
道
十
郎
は
獄
死
し

た
の
で
、
友
の
お
り
よ
は
道
之
助
ら
を
か
か

え
て
貧
窮
に
あ
え
い
て
い
た
か
、
紙
屑
買
い

と
な
っ
た
久
八
と
会
っ
て
主
従
と
わ
か
り
、

と
も
に
長
庵
の
非
道
を
恨
み
‘
貝
坂
の
忠
蔵

を
証
人
と
し
て
訴
え
出
る
こ
と
と
な
る
。

六
幕
（
日
本
堤
）
浄
瑠
璃
「
恨
葛
露
濡
衣
」

盆
吊
磐
津
）
小
夜
衣
と
千
太
郎
は
心
中
を
決

意
し
て
日
本
堤
ま
て
き
た
か
、
追
手
か
か
か

り
小
夜
衣
は
三
次
に
連
れ
も
ど
さ
れ
る
。
干

太
郎
は
自
審
し
よ
う
と
し
、
止
め
よ
う
と
す

る
久
八
と
争
う
う
ち
誤
っ
て
み
ず
か
ら
死
ぬ
。

久
八
は
主
殺
し
の
罪
を
名
の
っ
て
出
る
。

大
詰
（
町
奉
行
所
白
洲
）
忠
蔵
の
訴
え
て

長
庵
は
再
吟
味
と
な
り
,
、
早
乗
三
次
の
自
首

て
服
罪
す
る
。
久
八
は
千
太
郎
の
遺
害
に
よ

っ
て
無
罪
と
な
り
、
し
か
も
干
太
郎
の
兄
と

わ
か
っ
て
伊
勢
屋
の
養
子
と
な
る
。

（
小
劇
場
）

園
歌
舞
伎
会
公
演

六
花
月
青
柳
（
だ
ん
ま
り
）

生
写
朝
顔
話

糾
歌
舞
伎
卜
八
番
／
・
内
~
紅
葉
狩

八
月
四
日

1
五
日

（
小
劇
場
）

菅
原
伝
授
手
習
鑑

女
伊
達

仮
名
手
本
忠
臣
蔵
五
＂
六
段
目

八
月
二
十
六
日

1
二
十
七
日

（
小
闊
場
）

園
演
芸

納
涼
寄
席
八
月
十
五
日

1
十
六
日

定
席
・
下
席
八
月
二
十
一
日

1
三
十
日

花
形
祈
人
演
芸
会
八
月
三
十
一
日

（
洲
芸
場
）

薗
稚
魚
の
会
公
演

車
引

定
価
•
一
五

0
円
（
送
料
二
九
円

年
間
購
読
料
一
、
八

0
0
円

「

文

化

庁

月

報

」

七

月

号

一

□
°
い
[

i

〒
即
東
京
都
千
代
田
区
摩
讐
丁
目

2
一番
2
号

発

行

所

株

式

会

が

き

ょ

う

せ

い

一

本
仕
〒
叩
東
京
都
中
央
区
鋲
座
7
丁
目

4
番

12
号

営
業
所
〒
162
東
京
都
新
宿
区
西
五
妍
町
52
番
地

池
話
（

O_
二
）
二
六
八
ー
ニ
―
叫
一
（
代
表
）

振

替

口

座

東

京

九

ー

一

六

｝

爵

印
判
所
聡
行
政
学
会
印
刷
所

~9. 

已

-

-＿i-R 
災
の
伶
さ
か
や
っ
”

の
た
め
、
例
年
な

一

だ
入
ら
な
い
。
折

ッ
ト
の
主
た
る
テ
一

ネ
ル
ギ
ー
問
題
。
一

か
政
治
・
経
沿
仰
一

を
改
め
て
内
外
に
一

沸
外
か
ら
の
関
心
一

、
日
本
の
芸
術
や
-

，
最
近
の
通
商
白
一

を
も
っ
と
海
外
に
一

性
か
と
り
あ
げ
ら
一

展
の
交
換
等
て
ヨ

ら
れ
た
束
近
美
安
一

汀
~□
｀
ニ

場
・
油
刺
事
梢
、

術
削
場
な
ど
文
化
一

か
中
心
と
な
っ
て
一

（
史
）
-

'

,

＇

-

広
告
の
問
合
せ
・
申
込
み
先

株
式
会
社
き
ょ
う
せ
い
営
業
課

T
E
L
(
O
-
―
-
）
二
六
八
ー
ニ
―
四
一
（
代
表
）
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