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子
供
た
ち
の
感
動
を
よ
ぶ
大
子
の
持
ち
味 

 
 
 
 

―
リ
リ
ー
ベ
ー
ル
小
学
校
の
「
大
子
田
舎
体
験
」
に
思
う
― 

  

無
い
か
ら
ま
ち
の
外
か
ら
持
っ
て
こ
よ
う
と
す
る「
無
い
も
の
ね
だ
り
」

で
は
な
く
、
ま
ち
の
な
か
で
「
あ
る
も
の
探
し
」
を
励
行
し
、
あ
る
も
の

を
磨
き
、
あ
る
も
の
を
組
み
合
わ
せ
な
が
ら
活
か
そ
う
と
い
う
〝
ま
ち
づ

く
り
〞
の
考
え
方
が
提
唱
さ
れ
て
久
し
い
。
筆
者
は
こ
の
考
え
方
に
同
感

し
、
と
く
に
大
子
町
の
よ
う
な
山
間
地
域
で
は
是
非
踏
ま
え
る
べ
き
だ
と

思
っ
て
い
る
が
、そ
の
筆
者
の
目
に
飛
び
込
ん
で
き
た
新
聞
記
事
が
あ
る
。

「
山
里
の
暮
ら
し
体
験 

水
戸
の
小
学
生 

民
家
に
分
散
宿
泊 
大
子
」

と
の
見
出
し
を
付
け
た
十
月
二
十
六
日
付
茨
城
新
聞
記
事
で
あ
る
。
な
か

で
も
、「
小
学
生
」
と
い
う
文
字
に
引
き
付
け
ら
れ
た
。
先
日
、
主
催
す
る

リ
リ
ー
ベ
ー
ル
小
学
校
（
水
戸
市
）
を
訪
れ
、
大
久
保
雄
司
副
校
長
と
鈴
木

研
介
教
務
主
任
か
ら
お
話
を
う
か
が
っ
た
。 

 

リ
リ
ー
ベ
ー
ル
小
学
校
は
、
自
立
、
創
造
、
指
導
力
の
涵
養
を
教
育
目

標
に
掲
げ
て
二
〇
〇
四
年
四
月
に
開
校
し
た
学
校
で
あ
る
。
一
年
生
か
ら

六
年
生
ま
で
必
ず
宿
泊
行
事
を
課
し
て
い
る
の
が
当
校
の
一
つ
の
特
徴
で

あ
る
が
、「
知
ら
な
い
人
の
家
に
入
っ
て
違
う
ル
ー
ル
で
生
活
す
る
こ
と
は

子
供
た
ち
の
成
長
に
い
い
刺
激
を
与
え
る
の
で
は
な
い
か
」
と
の
考
え
の

も
と
、
四
年
生
を
対
象
に
二
泊
三
日
の
宿
泊
行
事
「
大
子
田
舎
体
験
」
が

始
ま
っ
た
の
は
二
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。
折
衝
の
窓
口
役
と
し
て
設
立
さ

れ
た
大
子
町
子
ど
も
田
舎
体
験
推
進
協
議
会
や
受
け
入
れ
家
庭
と
の
綿
密

な
打
ち
合
わ
せ
を
経
た
う
え
で
の
ス
タ
ー
ト
で
あ
っ
た
と
い
う
。 

 

今
年
は
、
十
月
二
十
四
日
か
ら
二
十
六
日
に
か
け
て
三
回
目
が
実
施
さ

れ
た
。
昼
間
は
山
歩
き
、
木
の
工
作
、
お
や
き
作
り
、
リ
ン
ゴ
狩
り
等
の

学
年
全
体
の
行
事
が
行
わ
れ
、
二
十
四
、
二
十
五
両
日
の
午
後
二
時
頃
か

ら
翌
日
の
午
前
一
〇
時
頃
ま
で
が
子
供
た
ち
を
受
け
入
れ
て
く
れ
る
家
庭

で
の
民
泊
の
時
間
に
な
る
。
今
回
は
佐
原
、
池
田
、
依
上
、
矢
田
、
冥
賀

地
区
の
二
〇
軒
の
家
庭
が
平
均
三
・
四
人
を
受
け
入
れ
て
い
る
。
民
泊
の

時
間
を
ど
の
よ
う
に
過
ご
す
か
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
各
家
庭
に
全
く
の
お

任
せ
と
か
。
作
物
の
収
穫
、
釣
り
、
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
等
々
、
そ
の
模
様
を

Ｄ
Ｖ
Ｄ
や
写
真
で
見
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
ど
の
場
面
で
も
子
供
た
ち
の

あ
ふ
れ
ん
ば
か
り
の
笑
顔
が
実
に
印
象
的
で
あ
っ
た
。 

 

こ
の
「
大
子
田
舎
体
験
」、
子
供
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
間
近
で
観
察
さ
れ
た
お
二
人
の
先
生
の
指
摘
の
数
々
が
興

味
深
い
。
二
年
前
に
経
験
し
た
六
年
生
は
、「
四
年
生
が
出
発
す
る
時
に
い

い
な
あ
、
い
い
な
あ
、
行
き
た
い
な
あ
、
行
き
た
い
な
あ
、
と
。
六
年
生

に
と
っ
て
一
番
楽
し
か
っ
た
行
事
は
こ
れ
な
ん
で
す
よ
ね
」、「
四
年
生
か

ら
上
の
子
供
た
ち
は
大
子
町
が
大
好
き
で
す
よ
。
ど
こ
か
行
こ
う
よ
と
な

る
と
、
大
子
町
っ
て
こ
と
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
」、「
最
初
は

緊
張
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
本
当
に
や
さ
し
く
受
け
入
れ
て
く
だ
さ
る
の

で
そ
れ
が
う
れ
し
い
。
戻
っ
て
き
て
か
ら
大
子
町
に
帰
り
た
い
、
と
」。 

 
三
日
間
の
田
舎
体
験
が
、
子
供
た
ち
の
心
を
強
く
捉
え
て
い
る
様
子
が

伝
わ
っ
て
く
る
。
小
さ
な
大
子
町
フ
ァ
ン
が
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
よ
く

分
か
る
。
こ
れ
は
、
大
子
町
に
と
っ
て
大
き
な
財
産
だ
し
、
大
切
に
育
て

る
べ
き
だ
と
も
思
う
。
小
さ
な
フ
ァ
ン
は
、
十
年
後
、
二
十
年
後
に
大
人

の
フ
ァ
ン
に
な
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
べ
て
、
大
子

町
に
あ
る
も
の
を
活
か
し
た
結
果
で
あ
る
こ
と
を
銘
記
し
た
い
。（
齋
藤
）
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謎
の
寄
神
（
よ
り
か
み
）
札
所
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
子
郷
土
史
の
会 

菅 

井 

和 

子 
  

皆
さ
ん
は
寄
神
（
依
上
）
札
所
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
で
し

ょ
う
か
。
西
国
三
十
三
札
所
や
坂
東
三
十
三
札
所
と
同
じ
観
音
札
所
が
、

昔
こ
の
大
子
地
方
に
も
あ
っ
た
ら
し
い
の
で
す
。
え
、
そ
ん
な
こ
と
聞
い

た
こ
と
な
い
よ
、
と
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
寄
神
三
十
三
札

所
は
確
か
に
存
在
し
た
は
ず
な
の
で
す
。 

 

私
達
「
大
子
郷
土
史
の
会
」
が
大
子
地
方
の
歴
史
や
民
俗
の
勉
強
を
始

め
た
時
、
ま
ず
手
に
取
っ
た
の
は
石
井
良
一
氏
の
書
か
れ
た
『
奥
久
慈
膝

く
り
げ
』
で
し
た
。
ま
だ
『
大
子
町
史
』
は
発
刊
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の

で
す
。
石
井
氏
が
昭
和
二
十
八
年
（
一
九
五
三
）
に
現
在
の
大
子
町
を
自
分

の
足
で
歩
い
て
、
昔
の
話
を
古
老
に
聞
い
た
り
、
歴
史
を
調
べ
た
り
し
て

書
か
れ
た
の
が
『
奥
久
慈
膝
く
り
げ
』
で
す
。
今
で
は
忘
れ
去
ら
れ
て
し

ま
っ
た
こ
と
や
、
廃
れ
て
し
ま
っ
た
習
俗
な
ど
が
記
録
さ
れ
て
い
る
貴
重

な
本
な
の
で
す
。
そ
の
中
に
中
郷
の
大
雲
寺
観
音
堂
の
話
が
あ
っ
て
、
常

陸
三
十
三
札
所
の
二
六
番
で
あ
る
こ
と
、
御
詠
歌
が
「
か
た
お
か
や
松
吹

く
風
は
身
に
し
め
り 

更
け
ゆ
く
月
を
心
と
見
る
か
な
」
で
あ
る
こ
と
が

書
か
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
私
達
は
常
陸
札
所
な
ど
聞
い
た
こ
と
が
な
か

っ
た
し
、
あ
ま
り
関
心
を
持
た
な
い
ま
ま
忘
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
私

達
は
活
動
の
一
環
と
し
て
大
子
町
の
石
仏
・
石
塔
の
調
査
に
取
り
組
み
、

あ
ち
こ
ち
の
集
落
を
訪
ね
歩
い
て
い
ま
し
た
。
そ
の
中
で
箕
輪
の
観
音
堂

に
行
っ
た
時
の
こ
と
で
す
。
観
音
堂
の
前
に
ひ
と
つ
の
小
ぶ
り
な
石
塔
が

あ
り
ま
し
た
。
そ
の
銘
文
を
読
ん
だ
時
思
わ
ず
、「
ア
ー
ッ
」
と
み
ん
な
で

驚
き
の
声
を
あ
げ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
文
字
が
刻

ま
れ
て
い
た
の
で
す
。 

 
 
 

寛
政
六
甲
寅
天 
 

寄
神
十
二
番
札
所
観
世
音
菩
薩 

 
 
 

六
月
十
九
日
建 
 

今
者
箕
輪
に
有 

 

寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
と
い
う
の
は
江
戸
時
代
も
後
期
に
さ
し
か
か
っ

た
頃
で
す
。
そ
の
時
代
確
か
に
寄
神
札
所
が
あ
っ
た
の
で
す
。
し
か
も
「
今

は
箕
輪
に
あ
る
」
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
以
前
は
別
の
所
に
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
い
っ
た
い
ど
こ
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
更

に
石
の
裏
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
み
る
と 
 

く
も
の
う
へ 

か
り
の
ひ
と
つ
ら 

お
り
わ
び
て 
 
 

く
る
や
た
へ
な
る 

び
わ
乃
を
と
す
る 

（
雲
の
上
雁
の
一
行
（
ひ
と
つ
ら
）
降
り
わ
び
て
来
る
や
妙
な
る
琵
琶
の
音
す
る
） 

と
御
詠
歌
が
刻
ん
で
あ
っ
た
の
で
す
。 

 

そ
こ
で
思
い
出
さ
れ
る
の
が
中
郷
大
雲
寺
の
観
音
堂
で
す
。
石
井
氏
は

常
陸
札
所
と
書
い
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
あ
れ
も
寄
神
札
所
だ
っ
た
の
で

は
な
い
か
。
御
詠
歌
も
坂
東
な
ど
ほ
か
の
札
所
の
も
の
と
比
べ
る
と
、
御

利
益
な
ど
を
謳
っ
た
表
現
が
な
く
、
両
方
と
も
か
な
り
変
わ
っ
た
印
象
が

共
通
し
て
い
て
、同
じ
札
所
に
属
す
る
も
の
と
い
う
感
じ
が
強
く
し
ま
す
。

三
十
三
札
所
な
ら
も
っ
と
ほ
か
に
も
あ
る
は
ず
、
と
探
し
て
み
ま
す
と
、

上
岡
の
正
覚
寺
跡
と
い
わ
れ
る
所
に
、「
第
十
六
番 

南
無
観
世
音
菩
薩
」

と
刻
ま
れ
た
石
塔
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
も
恐
ら
く
は
寄
神
札
所
の
一
六

番
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
確
証
は
あ
り
ま
せ
ん
。
何
か
文
書
で
も
残

っ
て
い
な
い
か
と
『
大
子
町
史 

資
料
編
上
巻
』
な
ど
を
読
ん
で
み
ま
し

た
が
見
付
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
も
し
何
か
ご
存
じ
の
方
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
是
非
教
え
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 
余
談
に
な
り
ま
す
が
、
初
め
て
箕
輪
を
訪
ね
た
時
、
登
っ
て
行
く
道
の

両
側
に
連
な
る
柚
子
園
の
実
が
黄
金
色
に
輝
い
て
、
え
も
い
わ
れ
ぬ
美
し

さ
で
し
た
。
そ
し
て
穏
や
か
で
親
切
な
集
落
の
方
達
、
ま
る
で
中
国
の
伝

説
に
出
て
く
る
桃
源
郷
と
は
こ
の
よ
う
な
所
だ
っ
た
の
で
は
、
と
思
っ
た

こ
と
が
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。 
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依
上
保
と
中
世
史
研
究 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

茨
城
大
学
大
学
院
生 

藤 

井 

達 

也 
  

中
世
依
上
保
は
常
陸
国
と
陸
奥
国
の
境
界
地
域
と
い
う
興
味
深
い
特
性

を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
史
料
の
数
が
少
な
く
情
報
も
断
片
的
で
あ
る

た
め
、
中
世
依
上
保
の
実
像
は
あ
ま
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
一
九

八
八
年
に
完
成
し
た
『
大
子
町
史 

通
史
編
上
巻
』
が
体
系
的
な
歴
史
像

を
提
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
降
依
上
保
の
中
世
社
会
を
明
ら
か
に
す
る

よ
う
な
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。 

 

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
依
上
保
の
中
世
史
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
視
座

を
提
示
し
て
い
く
。
境
界
地
域
と
い
う
依
上
保
の
特
性
を
踏
ま
え
、
こ
の

地
域
が
他
地
域
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
た
の
か
を
領
主
・
宗
教
・
交
通
の

三
つ
の
視
点
か
ら
考
え
て
い
く
。 

 

建
武
二
年
（
一
三
三
五
）
に
白
川
結
城
氏
の
依
上
保
知
行
が
認
め
ら
れ
て

お
り
、
以
後
白
川
結
城
氏
支
配
が
続
い
て
い
く
。
永
正
年
間
（
一
五
〇
四
〜

一
五
二
一
）
に
白
川
宗
家
が
一
族
小
峰
氏
と
内
紛
を
繰
り
広
げ
る
と
、
佐
竹

氏
は
依
上
保
に
進
出
し
当
地
を
確
保
す
る
こ
と
に
成
功
す
る
。
進
出
後
佐

竹
氏
は
在
地
武
士
へ
の
知
行
宛
行
状
と
と
も
に
、
宗
教
勢
力
宛
の
文
書
を

発
給
し
て
い
る
事
が
わ
か
る
。
永
正
十
二
年
（
一
五
一
五
）
に
は
依
上
保
内

の
旦
那
同
行
職
を
任
じ
、
永
禄
年
間
（
一
五
五
八
〜
一
五
七
〇
）
に
は
下
野
宮

の
近
津
社
の
造
営
に
関
与
し
そ
の
費
用
で
あ
る
段
銭
徴
収
を
命
じ
て
い
る
。

佐
竹
氏
は
福
島
県
棚
倉
町
方
面
に
進
出
し
た
際
も
有
力
神
社
で
あ
る
馬
場

都
々
古
別
神
社
の
造
営
に
関
与
し
て
お
り
、
入
部
し
た
地
で
宗
教
政
策
を

行
う
こ
と
に
よ
り
在
地
勢
力
へ
の
影
響
力
を
保
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

依
上
保
で
も
佐
竹
氏
の
宗
教
政
策
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
素
材
が
残
っ

て
お
り
、
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
事
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。 

 

中
世
依
上
保
は
棚
倉
町
に
あ
る
八
槻
都
々
古
別
神
社
の
影
響
下
に
あ
り
、

そ
の
傘
下
に
あ
る
修
験
勢
力
の
活
動
の
一
端
を
『
八
槻
文
書
』
か
ら
伺
う

こ
と
が
で
き
る
。
具
体
的
に
は
、
八
槻
都
々
古
別
神
社
の
ト
ッ
プ
で
あ
る

八
槻
別
当
が
依
上
保
内
山
伏
の
検
断
権
な
ら
び
に
旦
那
職
の
管
轄
権
を
保

持
し
て
い
る
事
が
史
料
に
見
え
る
。
八
槻
別
当
の
権
限
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
に
適
し
た
地
域
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
下
野
宮
に
あ
る
近
津

神
社
に
つ
い
て
の
文
書
も
『
八
槻
文
書
』
や
『
近
津
義
任
氏
所
蔵
文
書
』

に
残
さ
れ
て
い
る
。
下
野
宮
近
津
神
社
は
八
槻
・
馬
場
両
都
々
古
別
神
社

と
と
も
に
近
津
三
社
と
称
さ
れ
同
一
信
仰
圏
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
存
在
形

態
は
あ
ま
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
近
津
神
社
に
八
槻
別
当
や
白
川

氏
・
佐
竹
氏
が
ど
の
よ
う
に
関
与
す
る
の
か
を
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
保

内
に
お
け
る
宗
教
の
実
態
に
迫
れ
る
で
あ
ろ
う
。 

 

依
上
保
は
奥
州
の
大
幹
線
で
あ
る
奥
大
道
と
棚
倉
か
ら
太
田
を
通
る
天

下
野
街
道
と
い
う
二
つ
の
主
要
道
に
挟
ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら

の
道
が
通
行
困
難
と
な
っ
た
際
の
代
替
ル
ー
ト
と
し
て
史
料
に
登
場
す
る

の
が
「
依
上
道
」
で
あ
る
。
建
武
四
年
（
一
三
三
七
）
の
も
の
と
思
わ
れ
る

「
道
忠
（
結
城
宗
広
）
書
状
」
に
、
奥
道
（
奥
大
道
）
が
戦
乱
で
塞
が
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
た
め
、「
依
上
道
」
は
何
と
し
て
も
通
行
で
き
る
よ
う
に
と
い

う
文
言
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
に
軍
事
の
た
め
の
道
と
し
て
用
い
ら
れ
よ
う

と
す
る
「
依
上
道
」
の
姿
が
伺
え
る
。「
依
上
道
」
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う

な
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
の
か
を
復
元
す
る
事
は
困
難
で
あ
る
が
、
白
川
結
城

氏
の
軍
事
ル
ー
ト
な
ら
び
に
近
世
南
郷
街
道
の
ル
ー
ト
を
も
と
に
考
え
る

こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。 

 

以
上
、
中
世
依
上
保
社
会
を
考
え
る
た
め
の
視
座
を
三
点
ほ
ど
提
示
し

て
き
た
。
少
な
い
残
存
史
料
か
ら
ど
こ
ま
で
具
体
的
に
明
ら
か
に
で
き
る

か
心
も
と
な
い
が
、
い
ず
れ
も
保
内
中
世
史
を
考
え
る
上
で
重
要
な
論
点

と
な
る
で
あ
ろ
う
。
研
究
の
進
展
が
望
ま
れ
て
い
る
。
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大
子
銀
行
の
軌
跡 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

筑
波
大
学
生 

大 

金 

祐 

介 
  

保
内
郷
は
蒟
蒻
、
煙
草
、
木
材
、
馬
、
楮
、
漆
な
ど
の
多
数
の
特
産
品

に
恵
ま
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
前
近
代
の
幕
藩
体
制
下
で
は
、
そ
う
し
た

特
産
品
の
流
通
に
は
限
界
が
あ
っ
た
が
、
明
治
維
新
後
に
資
本
主
義
体
制

が
確
立
さ
れ
る
と
、
取
引
は
活
発
化
し
て
い
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
保
内
郷

は
こ
れ
ら
の
特
産
品
の
生
産
や
取
引
の
さ
ら
な
る
活
発
化
に
必
要
な
近
代

的
な
金
融
機
関
、
す
な
わ
ち
銀
行
を
欠
い
て
い
た
。
明
治
三
十
二
年
（
一

八
九
九
）
に
は
、
水
戸
百
四
銀
行
（
後
の
常
磐
銀
行
）
大
子
支
店
が
大
子
町
本

町
に
開
業
し
た
が
、
一
支
店
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。 

 

こ
の
よ
う
な
状
況
を
憂
慮
し
た
、
菊
池
武
保
、
神
永
秀
介
、
桜
岡
敏
、

宮
田
信
之
助
な
ど
の
諸
氏
は
、
保
内
郷
経
済
の
活
性
化
を
期
待
し
て
、
地

元
資
本
に
よ
る
新
銀
行
の
設
立
を
計
画
し
た
。
こ
の
計
画
に
基
づ
い
て
、

明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）
七
月
二
十
日
に
設
立
さ
れ
た
の
が
「
株
式
会

社
大
子
銀
行
」
で
あ
る
。
大
子
銀
行
は
、
保
内
郷
経
済
の
中
心
た
る
大
子

町
金
町
（
現
・
山
林
堂
菓
子
店
）
に
本
店
を
置
い
た
。
設
立
時
の
資
本
金
は

一
〇
万
円
で
、
発
行
株
式
数
は
二
千
株
、
一
株
当
た
り
の
額
面
は
五
〇
円

で
あ
っ
た
。
役
員
は
、
五
〇
株
以
上
の
株
主
か
ら
頭
取
を
含
む
五
名
の
取

締
役
が
、
三
〇
株
以
上
の
株
主
か
ら
二
名
の
監
査
役
が
選
出
さ
れ
た
（
後

に
、
一
〇
〇
株
以
上
の
株
主
か
ら
五

名
の
取
締
役
を
、
五
〇
株
以
上
の
株

主
か
ら
三
名
の
監
査
役
を
選
出
す

る
こ
と
に
改
正
さ
れ
た
）。
設
立
時

の
役
員
は
、
頭
取
が
菊
池
武
保

氏
、
取
締
役
が
桜
岡
敏
氏
、
外

池
重
次
郎
氏
、
神
永
秀
介
氏
、

宮
田
信
之
助
氏
の
四
名
、
監
査
役
が
野
内
熊
三
氏
、
神
永
道
之
介
氏
の
二

名
で
あ
っ
た
。 

 

開
業
後
の
大
子
銀
行
は
、
預
金
、
貸
付
、
為
替
と
い
う
普
通
銀
行
と
し

て
の
基
本
的
な
事
業
を
展
開
し
た
が
、
特
に
保
内
郷
の
特
産
品
の
生
産
や

取
引
に
関
わ
る
資
金
の
融
通
に
尽
力
し
た
。
そ
の
結
果
、
大
子
銀
行
は
、

保
内
郷
が
産
す
る
特
産
品
の
隆
盛
に
従
っ
て
、
明
治
末
期
か
ら
大
正
期
に

か
け
て
大
き
な
成
長
を
遂
げ
た
。
明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）
十
月
二
十

九
日
、
福
島
県
東
白
川
郡
石
井
村
の
松
本
島
之
助
氏
邸
内
に
石
井
支
店
を

開
設
し
た
。
大
正
元
年
（
一
九
一
二
）
十
月
二
十
日
に
は
臨
時
株
主
総
会
の

議
決
に
よ
り
資
本
金
を
二
〇
万
円
に
増
資
し
、
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
に

は
数
万
円
の
巨
費
を
投
じ
て
本
店
を
金
町
と
本
町
の
角
（
現
・
街
か
ど
美
術

館
）
に
新
築
移
転
、
翌
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
に
は
茨
城
県
那
珂
郡
山
方

村
に
山
方
支
店
を
開
設
し
た
。
さ
ら
に
、
大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
五
月
四

日
の
臨
時
株
主
総
会
に
お
い
て
資
本
金
三
〇
万
円
の
増
資
を
議
決
し
、
資

本
金
は
都
合
五
〇
万
円
と
な
っ
た
。 

 

さ
て
、
こ
こ
に
大
子
銀
行
「
第
四
十
二
期
営
業
報
告
書
」
が
あ
る
。
大

子
銀
行
の
第
四
十
二
期
と
は
大
正
十
年
（
一
九
二
一
）
の
上
半
期
に
当
た
り
、

概
ね
大
子
銀
行
の
最
盛
期
と
考
え
て
良
い
時
期
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ
の

営
業
報
告
書
を
通
し
て
最
盛
期
の
大
子
銀
行
の
様
子
を
見
て
み
よ
う
。 

 

資
本
金
は
、過
去
二
度
の
増
資
に
よ
っ
て
五
〇
万
円
と
な
っ
て
い
た
が
、

二
度
目
の
増
資
が
決
ま
っ
て
か
ら
わ
ず
か
二
年
後
で
あ
り
、
払
込
済
資
本

金
は
三
二
万
円
で
あ
っ
た
。
公
金
、
当
座
、
定
期
の
各
預
金
の
総
額
は
、

約
八
〇
万
円
で
あ
っ
た
。
貸
付
額
は
、
約
一
二
〇
万
円
で
あ
っ
た
が
、
本

店
及
び
各
支
店
と
も
十
分
な
担
保
を
確
保
し
て
い
る
。
為
替
は
、
大
子
銀

行
か
ら
他
行
宛
が
一
〇
九
八
件
、
他
行
か
ら
大
子
銀
行
宛
が
九
三
九
件
で

あ
っ
た
。
最
終
的
な
純
利
益
は
、
本
店
が
約
一
万
七
千
円
、
石
井
支
店
が

六
千
円
、
山
方
支
店
が
二
千
円
で
、
こ
れ
ら
に
前
期
繰
越
金
を
加
え
て
第

四
十
二
期
の
大
子
銀
行
全
体
の
純
利
益
は
約
三
万
六
千
円
で
あ
っ
た
。 

大子銀行本店 
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今
回
、
店
舗
ご
と
に
示
し
た
の
は
純
利
益
の
み
で
あ
る
が
、
他
の
項
目

で
も
、
取
扱
高
は
山
方
支
店
よ
り
も
石
井
支
店
の
方
が
上
で
あ
っ
た
。
こ

れ
は
、福
島
県
東
白
川
郡
南
部
に
有
力
な
銀
行
が
存
在
し
な
か
っ
た
た
め
、

他
行
と
競
合
す
る
こ
と
な
く
同
地
域
の
顧
客
を
大
子
銀
行
が
獲
得
で
き
た

た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

ま
た
、
営
業
報
告
書
の
巻
末
に
は
大
正
十
年
上
半
期
現
在
の
株
主
名
簿

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
株
式
の
総
数
は
一
万
株
で
、
株

主
は
一
七
九
名
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
取
締
役
選
出
要
件
を
満
た
す
の

は
三
三
名
、
監
査
役
選
出
要
件
を
満
た
す
の
は
四
八
名
で
あ
っ
た
。
筆
頭

株
主
は
、
石
井
支
店
の
敷
地
を
提
供
し
た
福
島
県
東
白
川
郡
石
井
村
の
松

本
島
之
助
氏
。
こ
れ
に
、
袋
田
村
第
一
一
代
村
長
の
小
室
甚
市
郎
氏
、
大

子
銀
行
初
代
頭
取
の
菊
池
武
保
氏
が
続
い
た
。
株
主
一
七
九
名
の
顔
ぶ
れ

を
見
る
と
、
彼
ら
は
い
ず
れ
も
保
内
郷
又
は
近
隣
諸
地
域
を
代
表
す
る
資

産
家
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
不
思
議
な
こ
と
に
保
内
郷
経
済
の
一
躍
を
担

っ
て
い
た
は
ず
の
商
人
、
特
に
小
売
商
の
名
前
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。

当
時
の
商
家
に
は
株
式
を
敬
遠
す
る
風
潮
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

 

以
上
が
大
正
十
年
上
半
期
の
大
子
銀
行
の
様
子
で
あ
る
が
、
こ
の
当
時

の
日
本
は
第
一
次
世
界
大
戦
終
結
以
来
の
戦
後
恐
慌
か
ら
脱
せ
ず
、
深
刻

な
不
況
に
見
舞
わ
れ
て
い
た
。
特
に
中
小
銀
行
が
疲
弊
し
、
経
営
に
困
難

を
き
た
す
も
の
が
現
れ
る
な
ど
、
金
融
不
安
が
高
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
金
融
不
安
を
解
消
す
る
た
め
に
中
小
銀
行
の
整
理
統

合
が
進
め
ら
れ
た
が
、こ
れ
は
茨
城
県
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。こ
の
時
、

大
子
銀
行
は
「
合
同
は
欲
し
な
い
が
止
む
を
得
な
い
場
合
、
又
条
件
に
依

っ
て
は
熟
考
す
る
事
」
と
い
う
立
場
を
示
し
た
。
当
時
の
県
内
銀
行
の
動

き
と
し
て
は
、
多
賀
銀
行
が
茨
城
県
北
部
の
中
小
銀
行
を
統
合
し
て
新
た

に
「
珂
北
銀
行
」
を
設
立
す
る
案
を
発
表
し
た
ほ
か
、
当
時
の
県
内
有
力

銀
行
で
あ
っ
た
常
磐
銀
行
（
本
店
・
水
戸
市
）
と
土
浦
五
十
銀
行
（
本
店
・
土

浦
町
）
は
、
事
実
上
の
吸
収
合
併
を
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
中
小
銀
行
に
対
し

て
働
き
か
け
て
い
た
。 

 

大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
）
二
月
十
日
、
つ
い
に
常
磐
銀
行
が
大
子
銀
行

に
対
し
て
正
式
に
合
併
の
申
し
入
れ
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
や
や
遅
れ
て
、

土
浦
五
十
銀
行
も
合
併
を
提
案
し
、
大
子
銀
行
は
同
時
に
二
行
か
ら
合
併

を
求
め
ら
れ
る
形
と
な
っ
た
。
い
ず
れ
の
銀
行
と
合
併
す
べ
き
か
、
と
い

う
議
論
は
白
熱
を
極
め
、
そ
も
そ
も
良
好
な
経
営
状
態
に
も
関
わ
ら
ず
合

併
す
べ
き
な
の
か
、
と
い
う
意
見
も
出
た
。
大
子
銀
行
の
意
見
が
ま
と
ま

ら
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
い
ず
れ
の
合
併
も
不
成
立
か
と
思
わ
れ
た
が
、

四
月
十
一
日
に
大
子
銀
行
は
土
浦
五
十
銀
行
と
の
合
併
を
決
定
し
、
合
併

条
件
の
詳
細
を
詰
め
る
に
至
っ
た
。
大
子
銀
行
は
、
株
主
へ
の
配
慮
、
全

事
業
所
全
行
員
の
継
承
、
合
併
後
に
は
大
子
銀
行
役
員
を
土
浦
五
十
銀
行

の
経
営
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
な
ど
を
求
め
た
が
、
最
終
的
に
は
大
子
銀
行

が
譲
歩
す
る
形
で
合
併
の
合
意
に
至
っ
た
。
そ
し
て
、
八
月
十
六
日
、
大

子
銀
行
役
員
が
見
守
る
中
、
二
代
目
頭
取
の
神
永
秀
介
氏
が
合
併
覚
書
に

調
印
し
た
。
こ
こ
に
、
大
子
銀
行
は
解
散
し
、
事
業
は
土
浦
五
十
銀
行
に

引
き
継
が
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

余
談
で
は
あ
る
が
、
後
に
、
土
浦
五
十
銀
行
は
一
県
一
行
主
義
に
基
づ

い
て
常
磐
銀
行
と
合
併
し
、
現
在
の
常
陽
銀
行
と
な
っ
た
。 

 

大
子
銀
行
は
、
地
元
資
本
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
、
地
元
有
志
者
に
よ
っ

て
経
営
さ
れ
る
な
ど
、
地
域
に
密
着
し
た
銀
行
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
特

産
品
を
取
り
扱
う
人
々
へ
の
融
資
を
通
し
て
、
明
治
末
期
か
ら
大
正
期
に

お
け
る
保
内
郷
経
済
の
活
性
化
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
故
に
、
私

は
、
そ
の
存
続
期
間
が
短
い
と
は
い
え
、
大
子
銀
行
は
近
代
に
お
け
る
保

内
郷
の
発
展
に
不
可
欠
な
存
在
で
あ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。 

  

参
考
資
料 
… 
『
奥
久
慈
膝
く
り
げ
』『
郷
土
の
史
実
・
第
二
集
』（
石
井
良
一
）『
常

陽
銀
行
二
十
年
史
』（
常
陽
銀
行
編
）『
㍿
大
子
銀
行
定
款
』『
第
四

十
二
期
営
業
報
告
書
』（
大
子
銀
行
発
行
） 
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昭
和
の
初
め
頃
の
農
家
の
行
事
（
七
）
九
月
の
行
事 

 
一
、
氏
神
様
（
九
月
九
、
十
九
、
二
十
九
日
） 

 

九
月
は
食
う
月
な
ど
と
言

っ
て
秋
の
収
穫
も
近
づ
き
、

仕
事
も
忙
し
く
な
る
の
で
、

た
く
さ
ん
食
べ
て
体
力
を
付

け
よ
う
と
言
う
こ
と
な
の
か
。

九
の
つ
く
日
（
初
の
九
日
、
中

の
九
日
、
末
の
九
日
の
い
ず
れ

か
）
に
氏
神
様
の
お
祭
り
を

す
る
。
こ
の
辺
で
は
俵
の
円

座
の
よ
う
に
藁
で
作
り
新
し

い
幣
束
を
立
て
て
赤
飯
を
供

え
る
。
竪
穴
式
住
居
の
様
な

形
を
藁
で
作
っ
た
り
、
私
の

家
で
は
片
屋
根
高
床
式
に
作

っ
た
。 

 

水
神
様
の
お
祭
り
を
す
る

と
こ
ろ
も
あ
る
。 

二
、
お
月
見
（
九
月
十
五
日
） 

 

仲
秋
の
名
月
、
縁
側
に
ち

ゃ
ぶ
台
を
出
し
て
ス
ス
キ
を

飾
り
、
お
は
ぎ
、
団
子
な
ど
の
ほ
か
季
節
の
果
物
と
し
て
柿
、
栗
、
或
い

は
サ
ツ
マ
イ
モ
な
ど
を
供
え
る
。
子
ど
も
達
は
暗
く
な
る
の
が
待
ち
ど
う

し
い
。
お
月
見
の
晩
は
方
々
の
家
の
ご
馳
走
を
盗
ん
で
も
い
い
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
。暗
く
な
る
と
夕
飯
も
そ
こ
そ
こ
に
家
を
出
る
。

月
夜
で
明
る
い
か
ら
子
ど
も
達
が
集
ま
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
遊
び
を
や
る
。

「
か
ご
め
か
ご
め
」
と
か

「
花
い
ち
も
ん
め
」
な
ど

だ
。
そ
れ
が
飽
き
る
と
、

ま
ず
ご
馳
走
が
あ
り
そ
う

な
家
へ
行
く
。 

 

盗
ん
で
も
い
い
こ
と
に

は
な
っ
て
い
る
が
、
学
校

で
は
先
生
が
余
り
良
い
事

で
は
な
い
と
言
う
の
で
、

や
は
り
気
が
引
け
る
か
ら
、

急
い
で
手
を
伸
ば
し
て
お

目
当
て
の
物
を
取
る
。
甘

そ
う
に
見
え
て
も
砂
糖
抜

き
だ
っ
た
り
、
渋
い
柿
だ

っ
た
り
す
る
。 

中
に
は
テ
ー
ブ
ル
を
座
敷

の
中
に
置
く
家
も
あ
る
。

家
の
人
は
「
子
供
は
お
月

様
の
代
わ
り
だ
か
ら
盗
ま

れ
た
方
が
い
い
ん
だ
。」と

言
う
の
で
、
子
供
心
に
も
け
ち
な
家
は
わ
か
っ
た
。
翌
日
お
腹
を
こ
わ
し

て
学
校
を
休
む
者
も
い
た
。 

三
、
お
十
八
夜
（
九
月
十
八
日
） 

 
餅
を
つ
い
て
食
べ
る
く
ら
い
の
事
で
、
何
か
と
食
べ
る
機
会
を
多
く
し

て
い
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
石
井
）
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酒
門
共
有
墓
地
の
「
故
鰹
木
穆
君
之
墓
」
に
つ
い
て 

  
酒
門
共
有
墓
地
は
水
戸
市
酒
門
町
に
あ
り
、
旧
水
戸
藩
の
藩
士
の
た
め

に
建
立
さ
れ
た
墓
地
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
袋
田
村
の
初
代
村
長
、
鰹
木
穆

の
お
墓
が
あ
る
。 

 

お
墓
の
石
碑
に
、
鰹
木
の
履
歴
を
友
人
の
横
山
為
堅
が
記
し
て
い
る
。 

「
君
諱
穆
鰹
木
氏
、
幼
名
勝
文
、
通
称
鐘
吉
、
後
改
今
名
、
考
兵
衛
門
勝

道
第
二
子
、
母
武
石
氏
、
世
仕
水
藩
、
為
遊
撃
隊
士
、
兄
万
衛
門
勝
任
、

病
死
、
無
子
、
君
嗣
家
、
効
家
扶
雇
、
尋
、
為
衝
撃
隊
士
、
明
治
廿
四
年

十
一
月
廿
日
病
没
、
年
四
十
五
、
葬
城
南
、
酒
門
原
墓
所
、
甲
子
之
国
難
、

従
藩
主
目
代
松
平
頼
徳
、
将
入
水
戸
城
、
奸
党
拒
、
不
入
、
転
路
那
珂
湊
、

戦
闘
累
旬
、
依
幕
命
、
錮
武
州
忍
城
、
戊
辰
二
月
○
禁
錮
、
明
治
三
年
二

月
藩
撰
有
為
之
士
百
人
、
遊
学
四
方
、
君
当
其
撰
、
乃
行
東
京
遊
芳
野
金

陵
之
門
、
歴
訪
京
阪
諸
国
之
名
家
、
遊
学
有
年
、
于
茲
、
学
業
大
進
、
為

袋
田
校
教
師
、
為
区
書
記
、
及
学
務
委
員
、
徴
兵
義
会
委
員
、
任
袋
田
外

四
箇
村
戸
長
、
進
班
陛
年
制
、
任
八
等
有
賜
金
誉
、
于
其
他
褒
賞
凡
七
回
、

君
為
人
、
卓
抜
不
顧
細
事
、
常
賦
詩
、
造
○
○
、
鵜
殿
氏
無
子
、
親
戚
相

議
、
以
姉
、
仮
継
宗
、
受
業
者
、
醵
金
、
建
石
碑
、
記
其
履
歴
如
此
、
友

人
横
山
為
堅
識
」 

 

水
戸
藩
士
族
、
鰹
木
兵
衛
門
勝
道
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
た
穆
は
、
水

戸
藩
遊
撃
隊
士
と
し
て
松
平
頼
徳
の
軍
に
属
し
、那
珂
湊
で
戦
い
、ま
た
、

幕
命
に
よ
り
武
蔵
国
忍
城
に
戦
う
。
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
二
月
水
戸
藩

が
「
有
為
之
士
百
人
」
を
選
び
、「
四
方
遊
学
」
さ
せ
た
。
穆
は
選
ば
れ
て
、

「
東
京
遊
芳
野
金
陵
之
門
」
に
学
び
、
諸
国
の
名
家
を
訪
ね
て
学
業
大
い

に
進
ん
だ
と
い
う
。
袋
田
校
の
教
師
、
区
書
記
、
学
務
委
員
、
徴
兵
義
会

委
員
、
袋
田
外
四
箇
村
戸
長
と
な
り
、
明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
十
一

月
二
十
日
、
四
十
五
歳
で
病
没
す
る
。 
 

鰹
木
に
学
ん
だ
「
受
業
者
」
た
ち
は
、「
鰹
木
ふ
ち 

益
子
謙 

桜
岡
伴

次
郎 

益
子
祐
次
」
の
四
人
を
発
起
人
と
し
て
、
醵
金
を
出
し
て
、「
故
鰹

木
穆
君
之
墓
」
の
石
碑
を
、
三
回
忌
の
明
治
二
十
六
年
（
一
八
九
三
）
十
一

月
二
十
日
に
建
立
し
た
の
で
あ
る
。
醵
金
者
は
六
六
名
で
、
そ
の
氏
名
が

石
碑
に
六
段
に
分
か
れ
て
書
か
れ
て
い
る
。 

「
上
市 

鵜
殿
つ
ね 

袋
田
村 

桜
岡
敏 

 

東
白
川
郡
高
城
村 

高
沢
源
太
郎 
 

袋
田
村 

佐
藤
新
之
介 

佐
藤
力
蔵 

佐
藤
勘
太
郎 

佐
藤
初
太
郎 
 
 

藤
田
仁
太
郎 

菊
池
惣
吉
」 

「
生
瀬
村 

肥
後
清
之
介 

柏
政
之
介 

金
沢
竹
之
介 

 

袋
田
村 

桜
岡
鉄
之
介 

菊
池
重
之
介 

藤
田
卯
之
吉 

藤
田
亀
寿 

 
 

小
林
丑
之
丞 

野
内
八
十
彦 

 

久
慈
郡
天
下
野
村 

中
郡
健
太
郎 

鈴
木
亀
吉 

斎
藤
辰
次
郎
」 

「 

藤
田
多
平 

肥
高
亀
吉 

藤
田
誠
ヱ
門 

長
山
茂
八
郎 

菊
池
彦
七 

 
 

郎 

海
老
根
藤
五
郎 

平
山
鉄
蔵 

菊
池
清
蔵 

菊
池
武
清 

菊
池 

 
 

宗
重 

菊
池
喜
平 

藤
田
竹
松 

佐
藤
捨
次
郎 

藤
田
馬
次
郎
」 

「 

平
山
秀
之
介 

根
本
末
吉 

小
林
辰
之
介 

 

生
瀬
村 

菊
池
料
之
介 

斎
藤
伝
次
ヱ
門 

谷
田
部
豊
二
郎 

石
井
伊 

 
 

五
郎 

大
藤
猛
彦 

飯
村
平
蔵 

飯
村
平
助 

斎
藤
立
元 

斎
藤
半 

 
 

左
ヱ
門 

斎
藤
与
五
左
衛
門
」 

「 

菊
池
武
敏 

益
子
敬
介 

斎
藤
秀
之
介 

 

大
子
町 

田
井
中
広
之
介 

天
下
野
村 

中
郡
三
郎 

 

袋
田
村 

岡
村
秀
之
介 

岡
村
秀
五
郎 

藤
田
建
之
介 

肥
高
菊
太
郎 

 
 

丹
野
宇
ヱ
門 

同
郡
佐
竹
村
」 

「 
○
○
六
之
介 

 
 

袋
田
村 
益
子
忠
次
衛
門 

二
平
清
兵
衛 

野
内
重
介 

深
谷
庄
三
郎 

 
 

野
内
茂
左
ヱ
門 

二
平
秋
次
郎 

菊
池
宗
介
」 

 

桜
岡
敏
は
後
の
第
一
三
代
県
会
議
長
で
あ
り
、
袋
田
村
を
は
じ
め
、
た

く
さ
ん
の
人
々
が
鰹
木
先
生
の
教
化
を
受
け
た
の
で
あ
る
。 

（
野
内
） 
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拝殿前で藤井先生による解説。
本殿の彫刻の素晴らしさに感嘆

陸奥国宣（むつこくせん） 

東日本大震災により穴太衆（あのう
しゅう）によって積み上げられた石
垣が崩落。現在天守閣は閉鎖中 

 
 

ふ
る
さ
と
歴
史
講
座
現
地
巡
り
を
終
え
て 

  
九
月
二
十
九
日
に
「
白
河
結
城
氏
と
依
上
保
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
ふ

る
さ
と
歴
史
講
座
の
現
地
巡
り
を
行
っ
た
。
白
河
結
城
氏
と
依
上
保
の
関

係
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
郷
土
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
目
的

で
あ
る
。
今
回
は
、
茨
城
大
学
大
学
院
で
中
世
史
を
研
究
さ
れ
て
い
る
藤

井
達
也
先
生
を
講
師
に
迎
え
、
三
三
名
の
参
加
を
い
た
だ
い
た
。 

 

最
初
に
、
八
槻
都
々
古
別
神
社
（
棚
倉
町
）
に
立
ち
寄
っ
た
。
同
社
は
、

馬
場
都
々
古
神
社
（
同
町
）、
下
野
宮
近
津
神
社
と
並
ん
で
江
戸
時
代
に
は

近
津
三
社
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
三
社
で
は
共
通
し
て
御
枡
回
し

の
神
事
が
行
わ
れ
て
い
て
、
そ
の
起
源
は

中
世
に
ま
で
遡
る
事
は
確
実
で
あ
る
と
言

わ
れ
て
い
る
。
近
津
三
社
が
存
在
す
る
高

野
郡
、
依
上
保
は
共
通
の
宗
教
文
化
圏
に

あ
っ
た
（
資
料
か
ら
抜
粋
）。
ま
た
、
同
社
の

木
造
十
一
面
観
音
菩
薩
立
像
（
国
重
文
）
の

台
座
銘
に
、
天
福
二
年
（
一
二
三
四
）
僧
成

弁
が
八
溝
山
観
音
堂
上
院
（
現
日
輪
寺
）
に

三
〇
〇
日
問
参
籠
し
た
と
あ
り
、
大
子
町

と
の
関
係
の
深
さ
を
物
語
る
。 

 

続
い
て
、
白
河
市
歴
史
民
俗
資
料
館
（
白
河
市
）
で
内

野
学
芸
員
か
ら
白
河
結
城
氏
の
歴
史
に
つ
い
て
解
説
を

受
け
た
。
建
武
二
年
（
一
三
三
五
）
白
河
結
城
親
朝
が
陸

奥
守
北
畠
顕
家
か
ら
依
上
保
の
検
断
奉
行
に
任
命
さ
れ

た
文
書
（
写
真
）
な
ど
の
中
世
資
料
を
見
学
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
ま
た
、
寛
政
の
改
革
で
有
名
な
白
河
藩
主
松

平
定
信
の
企
画
展
が
開
催
さ
れ
て
い
た
。 
 

続
い
て
、
白
河
結
城
氏
の
本
城
で
あ
っ
た
小
峰
城
（
同

市
・
国
史
跡
）
に
立
ち
寄
っ
た
。
現
在
の

城
は
、
江
戸
幕
府
成
立
後
、
初
代
白
河

藩
主
丹
羽
長
重
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
常
駐
し
て
い
て
、

石
垣
の
組
み
方
や
天
守
閣
に
つ
い
て
解

説
を
受
け
た
。
ま
た
、
集
古
苑
に
お
い

て
、
大
河
ド
ラ
マ
「
八
重
の
桜
」
新
島

襄
の
妻
八
重
の
企
画
展
が
無
料
で
開
催

さ
れ
て
い
た
。
大
子
町
か
ら
約
九
〇
分

の
と
こ
ろ
に
石
垣
積
の
城
が
あ
る
こ
と
は
意
外
と
知
ら
れ
て
い
な
い
。 

 

最
後
に
、
白
河
関
跡
（
同
市
・
国
史
跡
）
で
、
白
河
神
社
や
空
堀
、
土
塁

を
見
学
し
た
。
か
つ
て
こ
こ
が
陸
奥
の
国
と
の
国
境
で
、
大
和
朝
廷
の
軍

団
が
駐
留
し
て
い
た
こ
と
が
し
の
ば
れ
る
。
ち
な
み
に
、
大
子
町
に
も
焼

山
の
関
（
推
定
：
現
関
戸
神
社
）
が
あ
る
。 

 

大
子
町
に
は
、
中
世
以
前
の
文
書
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ

ら
の
地
域
を
実
際
に
訪
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
南
奥
地
域
と
大
子
町
の
深
い

結
び
つ
き
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。 

 

（
皆
川
） 

 
 

編 

集 

大
子
遊
史
の
会 

 

編
集
人 

齋
藤 

典
生
（
茨
城
大
学
人
文
学
部
教
授
） 

 
 
 
 
 

野
内 

正
美
（
茨
城
県
立
歴
史
館
資
料
調
査
員
）

 
 
 
 
 

石
井
喜
志
夫
（
元
小
学
校
長
） 

 
 
 
 
 

小
澤 

圀
彦
（
元
教
育
長
） 

 
 
 
 
 

皆
川 

敦
史
（
大
子
町
教
育
委
員
会
） 

 
発 

行 

大
子
町
教
育
委
員
会 

 
 
 
 
 
 

久
慈
郡
大
子
町
大
字
池
田
二
六
六
九
番
地 

 
 
 
 
 
 

大
子
町
立
中
央
公
民
館 

 
 
 
 
 
 

☎
０
２
９
５
（
７
２
）
１
１
４
８ 


