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古
文
書
と
の
出
会
い 

  

「
乍
恐
以
書
附
奉
願
上
候
」、
こ
う
し
た
表
題
の
付
い
た
い
わ
ゆ
る
古
文
書

を
初
め
て
目
に
し
た
の
は
、
今
か
ら
四
十
数
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
町

で
は
町
史
編
さ
ん
事
業
が
推
進
さ
れ
て
お
り
、
昭
和
四
十
九
年
九
月
私
は
そ

の
事
務
局
に
配
属
さ
れ
た
。
編
さ
ん
室
で
は
、
委
員
の
先
生
方
が
町
内
各
地

に
遺
る
歴
史
資
料
を
調
査
し
、
目
録
の
作
成
や
解
読
作
業
な
ど
を
行
っ
て
お

ら
れ
た
。私
は
そ
こ
で
初
め
て
見
る
古
文
書
に
、あ
る
種
の
感
動
を
覚
え
た
。 

 

 

し
っ
か
り
し
た
和
紙
に
墨
で
書
か
れ
た
こ
の
古
文
書
が
、
二
百
年
あ
る
い

は
三
百
年
の
時
を
経
て
未
だ
少
し
も
衰
え
て
い
な
い
。
手
に
取
っ
て
み
る
と

何
か
心
地
よ
い
。毛
筆
で
書
か
れ
た
文
字
も
流
れ
る
よ
う
に
美
し
い
。だ
が
、

と
て
も
す
ら
す
ら
と
は
読
め
な
い
。
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
初
め
て
の
私
に

と
っ
て
は
読
み
方
が
全
く
分
か
ら
な
か
っ
た
。
冒
頭
の
一
文
「
恐
れ
乍
ら
書

付
を
以
て
願
い
上
げ
奉
り
候
」、こ
の
行
書
と
草
書
の
入
り
混
じ
っ
た
文
字
も

所
ど
こ
ろ
読
め
る
程
度
、
言
葉
も

後
の
「
奉
り
（
た
て
ま
つ
り
）
候
（
そ
う
ろ
う
）
」 

は
「
申
し
上
げ
ま
す
」
と
言
う
意
味
な
の
だ
が
、
こ
れ
も
分
か
ら
な
か
っ
た
。

さ
ら
に
本
文
と
な
る
と
、
文
字
を
拾
い
読
み
す
る
程
度
な
の
で
さ
っ
ぱ
り
意

味
が
取
れ
な
い
。
と
て
も
手
に
負
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
先
生
方
も
解

読
し
て
い
る
な
か
で
難
解
な
文
字
が
出
て
く
る
と
、
皆
で
集
ま
っ
て
い
ろ
い

ろ
調
べ
て
い
た
。 

 

読
め
な
い
文
字
を
調
べ
る
に
は
、『
古
文
書
解
読
字
典
』
や
『
五
體
字
類
』

な
ど
が
あ
る
。
ま
ず
そ
の
難
解
な
文
字
の
前
後
の
文
章
か
ら
、
ど
う
言
う
言

葉
が
当
て
は
ま
る
の
か
。
次
に
そ
の
文
字
（
漢
字
）
の
部
首
、
偏
と
旁
の
崩
し

書
き
を
よ
く
見
て
何
偏
か
な
ど
見
当
を
つ
け
、
先
の
字
典
な
ど
で
調
べ
る
。

字
典
に
同
じ
よ
う
な
崩
し
書
き
の
字
が
あ
り
、
意
味
も
通
れ
ば
解
読
で
き
た

こ
と
に
な
る
。
毛
筆
の
場
合
そ
の
文
字
を
ル
ー
ペ
（
拡
大
鏡
）
な
ど
を
使
っ
て

よ
く
見
る
と
、
墨
の
濃
淡
や
か
す
れ
、
筆
圧
な
ど
か
ら
筆
先
の
動
き
、
筆
順

が
分
か
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
た
め
私
は
、
常
用
漢
字
表
の
筆
順
を
改
め
て

書
き
写
し
た
り
も
し
た
。
も
っ
と
も
、
必
ず
し
も
筆
順
通
り
に
崩
し
て
い
る

と
は
限
ら
な
い
も
の
も
あ
る
の
で
注
意
が
必
要
だ
。 

 

現
代
の
私
達
に
は
ち
ょ
っ
と
馴
染
み
の
薄
い
、
難
読
な
言
葉
も
使
わ
れ
て

い
る
。
よ
く
出
て
く
る
も
の
に
例
え
ば
、
無
覚
束
（
お
ぼ
つ
か
な
し
）
、
急
度
（
き

っ
と
）
、
稠
敷
（
き
び
し
く
）
、
如
件
（
く
だ
ん
の
ご
と
し
）
、
与
頭
（
く
み
が
し
ら
）
、

委
敷
（
く
わ
し
く
）
な
ど
が
あ
る
。
そ
の
他
、
異
字
や
略
字
も
よ
く
使
わ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
仮
名
の
崩
し
字
は
例
え
ば
、
平
仮
名
の
「
あ
」
は
「
安
」
を

崩
し
た
も
の
だ
が
、
古
文
書
に
お
い
て
は
他
に
「
阿
」
を
崩
し
た
も
の
を
用

い
た
り
す
る
。
同
様
に
、「
き
」
は
「
幾
」
の
崩
し
字
で
あ
る
が
、
他
に
「
喜
、

貴
、
起
、
支
」
な
ど
、「
け
」
は
「
計
」
の
崩
し
字
で
あ
る
が
、
他
に
「
気
、

希
、
遣
」
な
ど
の
崩
し
字
を
使
っ
て
い
る
。 

 

手
紙
文
は
、古
文
書
の
中
で
も
と
く
に
難
し
い
。書
き
手
の
個
性
が
あ
り
、

言
葉
も
色
々
ま
ち
ま
ち
だ
か
ら
だ
。
た
だ
、
文
の
始
め
と
終
わ
り
は
概
ね
決

ま
っ
た
言
葉
使
い
を
す
る
。「
一
筆
啓
上
仕
候
」、「
御
座
候
」、「
仍
而
如
件
」、

「
恐
惶
謹
言
」
ま
た
は
「
恐
々
謹
言
」
な
ど
で
あ
る
。
歴
史
館
や
資
料
館
な

ど
に
行
く
と
、
著
名
な
歴
史
上
の
人
物
や
文
化
人
な
ど
の
手
紙
が
展
示
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
つ
い
つ
い
足
を
止
め
て
見
入
っ
て
し
ま
う
の
だ
が
、

い
つ
も
書
き
出
し
の
二
、
三
行
を
あ
ら
ま
し
に
読
ん
で
断
念
し
て
し
ま
う
。

や
は
り
、
な
か
な
か
す
ら
す
ら
と
は
い
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

古
文
書
の
解
読
は
、
読
め
な
い
か
ら
こ
そ
そ
れ
が
読
め
た
と
き
は
達
成
感

が
あ
る
。
大
子
町
中
央
公
民
館
で
は
、
古
文
書
解
読
講
座
が
開
設
さ
れ
て
い

る
。
是
非
多
く
の
方
に
参
加
し
て
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。 

（
井
上
和
司
） 
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私
の
太
平
洋
戦
争
記
（
六
） 

野
内
泰
子 

 

水
戸
か
ら
勝
田
ま
で
は
ひ
と
駅
な
の
で
、
勝
田
か
ら
通
学
し
て
い
る
一
年

生
全
員
で
歩
い
て
帰
っ
た
の
で
あ
る
。
水
戸
勝
田
間
は
線
路
の
長
さ
に
し
て

五
・
八
キ
ロ
で
あ
る
が
、
道
路
は
曲
が
り
く
ね
っ
て
い
る
の
で
七
、
八
キ
ロ

は
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
、
途
中
、
遠
く
の
空
に
飛
行
機
の

影
が
見
え
た
り
す
る
と
、
慌
て
て
田
ん
ぼ
や
畑
の
土
手
を
か
け
下
り
て
草
む

ら
に
か
く
れ
た
り
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
だ
っ
た
の
で
、
三
時
間
近
く
も
か

け
て
や
っ
と
家
に
た
ど
り
着
い
た
。
こ
ん
な
こ
と
が
五
、
六
回
以
上
も
あ
っ

た
ろ
う
か
。 

 

昭
和
二
十
年
五
月
二
十
四
日
、
東
京
は
二
度
目
の
大
空
襲
に
よ
り
山
の
手

の
方
も
戦
火
に
焼
か
れ
、
ほ
ぼ
全
部
が
焦
土
と
化
し
た
。 

 

そ
れ
か
ら
半
月
後
の
六
月
十
日
、
朝
九
時
前
か
ら
九
時
半
頃
に
か
け
て
日

立
市
が
空
襲
さ
れ
た
。
日
製
日
立
工
場
が
ね
ら
い
撃
ち
さ
れ
、
Ｂ
２
９
に
よ

り
一
ト
ン
爆
弾
が
五
百
発
余
も
落
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
時
、

我
が
家
の
親
戚
筋
に
当
た
る
女
性
が
こ
の
直
撃
を
受
け
亡
く
な
っ
た
。
こ
の

人
は
、
東
京
の
人
で
都
内
の
有
名
デ
パ
ー
ト
に
勤
め
て
い
た
が
、
ど
う
せ
徴

用
さ
れ
る
な
ら
ば
と
、
そ
の
一
か
月
程
前
に
デ
パ
ー
ト
を
や
め
て
日
立
に
移

っ
て
来
た
ば
か
り
だ
っ
た
。
因
み
に
、
こ
の
戦
争
で
犠
牲
に
な
っ
た
の
は
、

私
の
親
戚
う
ち
で
は
、
こ
の
人
ひ
と
り
だ
け
で
あ
る
。 

 

勝
田
で
は
七
月
十
七
日
未
明
、
耳
を
つ
ん
ざ
く
よ
う
な
爆
音
と
大
地
震
の

よ
う
な
ゆ
れ
に
私
は
目
が
覚
め
た
。
何
が
お
こ
っ
て
い
る
の
か
と
っ
さ
に
は

分
か
ら
な
か
っ
た
。
ま
さ
に
こ
の
世
の
終
わ
り
の
よ
う
な
、
震
度
七
ク
ラ
ス

の
地
震
が
二
つ
も
三
つ
も
同
時
に
襲
っ
て
き
た
よ
う
な
揺
れ
と
音
と
い
う
の

か
地
鳴
り
と
い
う
の
か
、
す
さ
ま
じ
い
響
き
に
声
も
出
な
か
っ
た
。
Ｎ
さ
ん

の
お
母
さ
ん
が
、
私
を
抱
き
か
か
え
る
よ
う
に
し
て
布
団
か
ら
引
き
ず
り
出

し
、
後
ろ
の
押
し
入
れ
に
押
し
込
ん
で
、
そ
の
上
か
ら
覆
い
か
ぶ
さ
る
よ
う

に
し
て
か
ば
っ
て
く
れ
た
が
、
そ
れ
す
ら
何
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
分
か

ら
な
か
っ
た
。
ど
う
や
ら
人
心
地
が
つ
い
た
の
は
、
音
が
や
み
、
揺
れ
が
収

ま
っ
て
辺
り
が
い
や
に
静
ま
り
か
え
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
押
入
れ
の
前
に
立

て
か
け
た
畳
を
は
ず
し
、
座
敷
に
は
い
出
し
て
み
て
、
何
か
と
ん
で
も
な
い

こ
と
が
起
こ
っ
た
の
だ
と
気
が
つ
い
た
。
Ｎ
さ
ん
の
お
母
さ
ん
は
預
か
っ
て

い
る
娘
（
私
の
こ
と
）
に
万
が
一
の
こ
と
が
あ
っ
た
ら
と
夢
中
で
か
か
え
込
ん

だ
が
、
け
が
が
な
く
て
よ
か
っ
た
と
喜
ん
で
く
れ
た
。
私
は
な
ん
と
言
っ
て

い
い
の
か
言
葉
が
出
な
か
っ
た
。
私
よ
り
年
下
の
ご
自
分
の
娘
さ
ん
も
い
る

の
に
、
先
ず
私
の
方
を
気
づ
か
っ
て
く
れ
た
こ
と
に
対
し
て
子
ど
も
な
が
ら

も
お
礼
の
言
葉
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
誰
言
う
と
な
く
、
今
の

は
艦
砲
射
撃
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
外
の
様
子
を
見

に
出
よ
う
と
し
た
が
、
窓
も
入
り
口
の
ガ
ラ
ス
戸
も
ガ
ラ
ス
が
粉
々
に
割
れ

て
散
ら
ば
り
、
履
き
物
を
は
く
こ
と
も
出
来
な
い
有
様
で
あ
っ
た
。
雨
戸
を

開
け
よ
う
と
し
た
が
家
が
ゆ
が
ん
で
し
ま
い
雨
戸
が
動
か
な
か
っ
た
が
、
何

と
か
Ｎ
さ
ん
の
お
父
さ
ん
や
お
兄
さ
ん
達
が
雨
戸
を
は
ず
し
て
開
け
た
。
や

っ
と
明
け
た
朝
の
光
に
外
を
見
る
と
、
辺
り
は
目
を
疑
う
よ
う
な
惨
憺
た
る

有
様
で
、
か
ろ
う
じ
て
で
は
あ
っ
た
が
、
ま
と
も
に
建
っ
て
い
る
の
は
Ｎ
さ

ん
の
家
ぐ
ら
い
の
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

家
の
中
を
整
理
し
、
ガ
ラ
ス
を
片
づ
け
外
に
出
て
家
の
周
囲
を
点
検
し
て

み
る
と
、
大
き
な
砲
弾
の
破
片
が
落
ち
て
い
た
。
大
き
さ
は
一
辺
が
二
十
セ

ン
チ
く
ら
い
の
立
方
体
に
近
く
、
周
り
は
ギ
ザ
ギ
ザ
の
針
の
山
の
よ
う
で
持

つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
や
っ
と
の
こ
と
で
布
に
く
る
ん
で
持
ち
上
げ

よ
う
と
し
た
が
重
く
て
持
ち
上
が
ら
な
か
っ
た
。
こ
ん
な
物
が
真
赤
に
焼
け

て
飛
ん
で
来
た
の
か
と
今
更
な
が
ら
生
き
た
心
地
が
し
な
か
っ
た
。 

Ｎ
さ
ん
と
二
人
で
勝
田
駅
の
近
く
の
友
達
の
家
の
方
を
見
に
行
っ
た
。
駅

の
近
く
に
は
日
製
勝
田
工
場
や
社
宅
、
寮
な
ど
が
沢
山
建
っ
て
い
た
が
、
社

宅
の
あ
た
り
は
家
が
飛
ば
さ
れ
て
後
か
た
も
な
く
な
っ
て
い
る
所
が
方
々
に

あ
り
、
直
径
二
十
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
す
り
鉢
状
の
穴
が
あ
い
て
、
中
に
水

が
た
ま
っ
て
い
る
所
も
あ
ち
こ
ち
に
見
ら
れ
た
。 (

続
く) 

(

大
子
郷
土
史
の
会) 
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大
子
町
城
館
跡
探
訪
八 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

野
内 

智
一
郎 

 
 

十 

八
幡
館
跡
（
大
子
町
上
金
沢
字
小
屋
） 

 

大
子
町
の
西
部
、
大
子
町
上
金
沢
字
小
屋
に
八
幡
館
跡
は
所
在
す
る
。
国

道
四
六
一
号
線
を
西
に
進
み
、
県
道
一
五
八
号
線
と
の
分
岐
地
点
を
過
ぎ
る

と
、
左
手
に
台
地
が
み
え
る
。
小
高
い
丘
を
含
む
そ
の
台
地
上
が
八
幡
館
跡

比
定
地
で
あ
る
。
台
地
は
広
大
な
平
地
と
な
っ
て
お
り
、
現
在
は
畑
と
し
て

使
用
さ
れ
て
い
る
。
平
地
を
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
進
む
と
山
林
と
な
っ
て

い
る
丘
に
達
す
る
。
そ
の
山
林
の
中
に
四
つ
の
郭
が
確
認
で
き
、
丘
の
ピ
ー

ク
に
は
祠
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
祠
の
あ
る
郭
の
南
に
は
大
規
模
な
堀
切
が
あ

り
、
郭
へ
の
侵
入
を
防
い
で
い
る
。 

 

台
地
全
体
を
範
囲
と
考
え
る
と
、
か
な
り
大
規
模
な
館
跡
と
な
り
、
館
を

兼
ね
た
当
地
の
拠
点
城
郭
と
も
な
り
え
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
。
多
く
の

押
川
沿
い
の
城
館
跡
と
同
様
、
西
へ
の
備
え
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

八
幡
館
跡
の
館
主
は
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
で
、
こ
の
八
幡
館
跡
の
解
明
が
、

依
上
地
区
の
研
究
の
一
つ
の
鍵
と
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。 

 

十
一 

館
ノ
沢
館
跡
（
大
子
町
芦
野
倉
字
館
ノ
沢
） 

 

館
ノ
沢
館
跡
は
、
大
子
町
の
西
部
、
依
上
城
の
北
西
の
山
中
に
位
置
す
る
。

久
保
川
の
左
岸
、
標
高
約
二
五
〇
メ
ー
ト
ル
と
い
う
山
林
の
中
に
あ
る
た
め
、

全
体
の
把
握
が
難
し
い
。
館
跡
は
妙
見
山
の
南
の
山
の
尾
根
を
利
用
し
て
築

か
れ
て
お
り
、
林
道
の
先
に
堀
切
と
平
場
が
あ
る
。 

 

二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
範
囲
内
に
あ
る
依
上
城
や
そ
の
東
の
後
述
す
る

芦
野
倉
城
跡
と
の
関
係
が
想
定
さ
れ
る
が
、
館
ノ
沢
館
跡
自
体
は
標
高
も
高

く
、
今
と
な
っ
て
は
不
便
な
山
中
に
存
在
す
る
た
め
、
館
跡
と
い
う
よ
り
は

物
見
や
烽
火
台
の
よ
う
な
役
割
が
想
定
で
き
る
。
す
ぐ
西
側
を
川
が
流
れ
て

い
る
た
め
物
資
輸
送
は
し
や
す
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
開
発
さ
れ
て
い

な
い
割
に
確
認
で
き
た
遺
構
が
あ
ま
り
に
少
な
か
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

依
上
地
区
の
他
の
城
郭
の
補
助
的
な
位
置
付
け
の
城
郭
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。 

 

十
二 

芦
野
倉
城
跡
（
大
子
町
芦
野
倉
字
御
城
二
六
七
外
） 

 

大
子
町
西
部
、
国
道
四
六
一
号
か
ら
県
道
二
〇
五
号
が
分
か
れ
る
地
点
の

北
西
方
向
、
芦
野
倉
の
台
地
上
に
芦
野
倉
城
跡
は
位
置
す
る
。
城
跡
と
思
わ

れ
る
台
地
上
は
現
在
宅
地
と
な
っ
て
お
り
、
遺
構
の
多
く
は
開
発
に
伴
い
失

わ
れ
て
し
ま
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
堀
切
跡
を
使
用
し
た
よ
う
な
区
画
が
残

る
が
、
明
確
な
遺
構
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。 

 

台
地
上
を
範
囲
と
考
え
て
も
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
印
象
が
強
く
、
現
状
か

ら
見
る
に
補
助
的
な
城
跡
か
物
見
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。『
新
編
常

陸
国
誌
』
で
は
、
永
享
年
間
（
一
四
二
九
年
～
一
四
四
一
年
）
頃
木
澤
源
五
郎
が

城
主
と
さ
れ
て
い
る
が
、
遺
構
か
ら
は
得
ら
れ
る
情
報
が
少
な
く
、
不
明
な

点
が
多
い
。 

  

以
上
、
今
回
で
依
上
地
区
の
九
つ
の
城
館
跡
を
踏
査
し
終
え
た
。
大
子
町

の
中
で
も
西
部
に
位
置
す
る
こ
れ
ら
の
城
館
は
、
西
（
も
し
く
は
北
）
へ
の
防

備
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
他
の
地
区
に
比
べ
て
非
常

に
密
集
し
て
築
か
れ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
大
子
町
教
育
委
員
会
主
催

の
平
成
二
十
七
年
度
第
四
回
ふ
る
さ
と
歴
史
講
座
の
現
地
巡
り
の
際
、
講
師

の
阿
久
津
久
先
生
に
ご
教
授
い
た
だ
い
た
が
、
こ
の
地
区
の
中
心
的
城
郭
と

し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
依
上
城
の
特
異
性
を
分
析
し
て
い
く
こ
と
が
と
く
に

重
要
で
あ
る
と
感
じ
た
。
ま
た
、
八
幡
館
跡
を
は
じ
め
と
す
る
そ
の
性
格
の

比
定
が
難
し
い
城
館
跡
の
精
査
が
必
要
と
な
っ
て
こ
よ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、

遺
跡
の
現
状
を
記
録
し
て
図
面
に
お
こ
す
作
業
が
今
後
不
可
欠
と
な
る
。
ま

た
、
他
地
域
と
の
比
較
や
金
資
源
と
の
関
連
も
複
合
的
に
検
討
し
て
い
く
こ

と
が
、
遠
回
り
の
よ
う
だ
が
当
時
の
様
子
を
知
る

も
正
し
い
方
法
の
よ
う

に
思
う
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
水
戸
市
在
住
） 
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金
町
屋
台
、
本
町
屋
台
、
泉
町
屋
台
の
古
写
真
（
二
） 

大
金 

祐
介 

  

前
回
（
本
誌
第
七
七
号
掲
載
）
の
続
き
と
し
て
、
今
回
も
金
町
屋
台
、
本
町

屋
台
、
泉
町
屋
台
が
舞
台
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
様
子
が
写
っ
て
い
る
古

写
真
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。 

 

②
「
金
町
屋
台
」 

金
町
屋
台
が
舞
台
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
様
子
が
写

っ
て
い
る
。
向
拝
は
右
に
、
本
殿
は
左
に
展
開
さ
れ
、
屋
台
の
前
に
舞
台
が

置
か
れ
て
い
る
。
通
り
が
狭
い
か
ら
か
、
向
拝
と
本
殿
が
や
や
重
な
る
よ
う

に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
撮
影
場
所
は
、
通
り
が
狭
く
、
金
町
の
紋
で
あ
る
釘

抜
き
が
描
か
れ
た
行
灯
が
写
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
金
町
通
り
の
北
の
方
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。 

 

③
「
本
町
屋
台
」 

本
町
屋
台
が
舞
台
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
様
子
が
写

っ
て
い
る
。
向
拝
は
右
に
、
本
屋
は
二
つ
に
開
い
た
上
で
左
に
展
開
さ
れ
て

い
る
。
屋
台
の
前
に
は
舞
台
が
置
か
れ
、
そ
の
舞
台
に
は
橋
掛
り
が
設
け
ら

れ
て
い
る
。
撮
影
場
所
は
、
左
奥
に
水
戸
地
方
専
売
局
大
子
出
張
所
ら
し
き

建
物
が
写
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
栄
町
通
り
（
現
在
の
大
子
町
文
化
福
祉
会
館
「
ま

い
ん
」
の
駐
車
場
入
口
前
辺
り
）
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

 

④
「
泉
町
屋
台
」 

泉
町
屋
台
が
舞
台
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
様
子
が
写

っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
泉
町
屋
台
に
は
屋
台
を
開
く
機
能
が
無
い
た
め
、
屋

台
自
体
は
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
あ
る
。
屋
台
の
前
に
舞
台
が
置
か
れ
、
屋
台

の
右
側
に
は
語
り
や
三
味
線
な
ど
を
担
当
す
る
人
の
た
め
の
小
屋
が
置
か
れ

て
い
る
。
小
屋
の
軒
下
に
飾
ら
れ
て
い
る
提
灯
に
は
奉
祝
と
書
か
れ
て
お
り
、

大
正
天
皇
の
御
大
典
と
の
関
連
が
う
か
が
え
る
。
撮
影
場
所
は
、
奥
に
写
っ

て
い
る
山
の
景
観
か
ら
、
泉
町
通
り
（
現
在
の
松
沼
橋
の
た
も
と
辺
り
）
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。 

（
大
子
町
大
子
在
住
） 

 

      

③
「
本
町
屋
台
」 

                      

④「泉町屋台」 ②「金町屋台」 



- 5 - 

 

依
上
地
区
、
あ
る
農
業
青
年
の
挑
戦
と
苦
悩
（
中
） 

―
特
産
品
・
り
ん
ご
の
ル
ー
ツ
を
探
る
（
四
）
― 

 
 木

澤
源
一
郎
さ
ん
が
黒
田
一
さ
ん
の
話
に
刺
激
さ
れ
て
り
ん
ご
農
家
を

目
指
し
た
の
は
、
昭
和
三
十
四
年
三
月
に
鯉
渕
学
園
を
卒
業
し
て
間
も
な
い

頃
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
り
ん
ご
栽
培
に
つ
い
て
の
勉
強
が
始
ま
る
。
関
連

本
は
水
戸
市
の
書
店
に
も
な
い
た
め
東
京
神
田
の
古
書
店
街
に
出
か
け
、
永

沢
勝
雄
『
果
樹
園
開
設
の
て
び
き
』
や
渋
川
伝
次
郎
『
り
ん
ご
栽
培
法
』
等

の
書
物
を
入
手
し
、
読
み
ふ
け
っ
た
。
気
象
条
件
、
土
質
、
年
間
の
平
均
雨

量
、
標
高
等
の
点
か
ら
芦
野
倉
が
栽
培
に
適
し
て
い
る
の
か
否
か
を
確
認
し
、

「
ま
あ
、
大
丈
夫
だ
ろ
う
」
と
自
分
な
り
に
納
得
し
た
。
た
だ
、
芦
野
倉
は

標
高
が
低
く
、
高
温
多
湿
な
の
で
、
青
森
県
や
長
野
県
に
比
べ
る
と
病
気
を

防
ぐ
た
め
の
「
防
除
が
大
変
だ
な
と
考
え
た
」
半
面
、
東
京
市
場
に
近
い
の

で
青
森
県
に
比
べ
れ
ば
輸
送
コ
ス
ト
は
低
く
抑
え
ら
れ
る
の
で
「
ハ
ン
デ
は

運
賃
で
何
と
か
カ
バ
ー
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
」
と
も
言
う
。 

こ
う
し
た
準
備
期
間
を
経
て
、
苗
木
を
本
格
的
に
植
え
た
の
は
そ
の
年
の

秋
の
こ
と
で
あ
る
。
黒
田
宏
さ
ん
た
ち
先
人
が
取
り
組
ん
だ
の
は
早
生
種
の

旭
と
祝
で
あ
っ
た
が
、
収
穫
し
た
そ
の
実
は
す
っ
ぱ
く
て
売
れ
な
か
っ
た
た

め
品
種
の
切
り
替
え
が
進
み
つ
つ
あ
っ
た
頃
で
あ
る
。
黒
田
さ
ん
か
ら
も
「
こ

れ
か
ら
は
早
生
り
ん
ご
で
は
だ
め
な
の
で
、
ゴ
ー
ル
デ
ン
デ
リ
シ
ャ
ス
と
ス

タ
ー
キ
ン
グ
に
し
な
さ
い
」
と
の
助
言
を
受
け
、
木
澤
さ
ん
は
、

初
か
ら

こ
の
二
種
類
を
植
え
る
こ
と
に
な
る
。
当
初
予
定
し
た
面
積
は
三
〇
ア
ー
ル
、

一
〇
ア
ー
ル
当
た
り
三
〇
本
を
密
植
す
る
の
で
合
計
九
〇
本
の
苗
木
を
、
苗

木
の
産
地
と
し
て
有
名
な
安
行
（
現
埼
玉
県
川
口
市
）
か
ら
黒
田
さ
ん
を
通
し

て
取
り
寄
せ
た
。
先
の
品
種
を
半
々
ず
つ
、
つ
ま
り
ゴ
ー
ル
デ
ン
デ
リ
シ
ャ

ス
四
五
本
、
ス
タ
ー
キ
ン
グ
四
五
本
を
、「
受
粉
の
関
係
で
、
蜜
蜂
が
飛
び
交

う
の
に
は
品
種
が
違
っ
た
方
が
い
い
か
ら
」
と
の
理
由
で
約
五
メ
ー
ト
ル
の

間
隔
を
お
い
て
交
互
に
植
え
る
、
い
わ
ゆ
る
混
植
の
形
を
と
っ
た
。 

生
産
者
が
り
ん
ご
栽
培
の
技
術
を
習
得
し
、
向
上
さ
せ
る
う
え
で
茨
城
県

山
間
地
帯
特
産
指
導
所
の
役
割
が
大
き
か
っ
た
こ
と
は
本
誌
第
七
五
号
で
ふ

れ
た
。
と
く
に
、
昭
和
三
十
五
年
に
着
任
し
た
大
森
高
行
技
師
の
存
在
は
木

澤
さ
ん
に
と
っ
て
も
大
き
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
大
森
技
師
と
は
年
齢
的
に

も
近
か
っ
た
せ
い
か
、
若
手
の
り
ん
ご
生
産
者
「
一
〇
人
ぐ
ら
い
を
特
別
指

導
し
て
や
る
か
ら
と
言
っ
て
定
例
の
勉
強
会
を
つ
く
り
、
何
回
も
指
導
し
て

く
れ
た
」
し
、
福
島
県
の
園
芸
試
験
場
や
山
形
県
の
先
進
農
家
へ
の
研
修
に

も
同
行
し
て
く
れ
た
。
大
森
技
師
は
「
熱
心
な
方
、
も
の
す
ご
く
熱
心
な
方
」

で
あ
っ
た
と
言
う
。
山
間
地
帯
特
産
指
導
所
へ
は
何
度
も
通
い
、
栽
培
技
術

を
磨
く
に
は
非
常
に
役
立
っ
た
と
木
澤
さ
ん
は
回
顧
し
て
い
る
。 

木
澤
さ
ん
が
参
加
し
た
県
外
で
の
先
進
地
視
察
は
、
例
え
ば
福
島
県
の
場

合
は
、
飯
坂
温
泉
に
菊
屋
と
い
う
定
宿
が
あ
り
、
そ
こ
を
拠
点
に
し
て
園
芸

試
験
場
や
特
定
の
篤
農
家
を
訪
ね
た
。
ま
た
山
形
県
の
場
合
に
は
天
童
市
に

宿
泊
し
、
当
時
の
神
町
（
現
東
根
市
）
で
生
産
し
て
い
た
複
数
の
著
名
な
先
進

農
家
を
繰
り
返
し
訪
ね
て
勉
強
し
た
。「
大
子
は
た
い
し
た
産
地
で
も
な
い
し
、

競
争
相
手
で
は
な
い
か
ら
何
で
も
教
え
て
く
れ
た
。
吸
収
す
る
点
は
大
き
か

っ
た
」
。
他
に
群
馬
県
沼
田
市
、
長
野
県
長
野
市
、
青
森
県
弘
前
市
、
八
戸
市

等
視
察
先
は
広
範
に
わ
た
り
、
視
察
の
回
数
は
数
十
回
に
も
及
ん
だ
と
言
う
。

昭
和
三
十
六
年
頃
、
大
子
町
農
協
り
ん
ご
部
（
部
長
は
黒
田
宏
さ
ん
）
の
メ
ン

バ
ー
は
バ
ナ
ナ
輸
入
自
由
化
反
対
の
全
国
大
会
に
参
加
し
、
そ
の
帰
途
、
神

町
の
先
進
農
家
を
訪
ね
た
。
そ
の
時
、
訪
問
先
の
生
産
者
か
ら
「
反
対
す
る

よ
り
も
、
バ
ナ
ナ
に
負
け
な
い
う
ま
い
り
ん
ご
を
作
る
こ
と
が
先
決
だ
、
と

言
わ
れ
ち
ゃ
っ
て
。
先
進
地
視
察
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
話
が
聞
け
る
。
技

術
的
な
収
穫
も
あ
る
が
、
夜
に
宿
舎
へ
来
て
も
ら
っ
て
宴
会
や
り
な
が
ら
話

を
聞
く
の
は
大
変
勉
強
に
な
り
ま
し
た
」
、
と
振
り
返
る
。 

植
樹
後
十
年
た
っ
た
頃
か
ら
、
り
ん
ご
の
実
が
な
り
始
め
た
。
種
々
の

研
修
の
甲
斐
あ
っ
て
か
、
早
生
種
と
は
比
べ
物
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
「
お
い

し
く
て
い
い
も
の
が
で
き
た
。
と
く
に
取
り
た
て
は
お
い
し
い
」
。
だ
が
、
売

れ
な
い
。
い
か
に
し
て
売
る
か
と
の
難
題
が
浮
上
し
て
き
た
。
（
齋
藤
典
生
） 
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【
資
料
紹
介
】
昭
和
十
二
年
元
旦
の
双
六
に
見
る
大
子
町
の
商
店
街 

  

昭
和
十
二
年(

一
九
三
七)

元
旦
の
東
京
日
日
新
聞
新
年
附
録
で
、
「
福
徳
円

満
寿
呉
録
」(
ふ
く
と
く
え
ん
ま
ん
す
ご
ろ
く)

が
発
行
さ
れ
ま
し
た
。
双
六(

す
ご

ろ
く)

と
は
、
紙
の
上
で
一
つ
の
さ
い
こ
ろ
を
振
っ
て
早
く
上
り
に
行
き
着
く

こ
と
を
争
う
遊
び
で
す
。
そ
の
紙
面
に
は
、
統
制
経
済
直
前
の
大
子
町
の
商

店
街
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
全
て
の
商
店
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
次
の
三
十
六
の
商
店
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
振
出
し
が
石
井
酒

店
で
、
上
り
は
永
瀬
三
四
郎
酒
造
店
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

・
振
出
し 

家
運
万
歳
繁
栄
の
基 
契
り
久
し
き
愛
の
基 

元
気
溌
溂
長
生 

の
基 

 

石
井
酒
店(

家
久
長
本
店 

愛
宕
町) 

電
話
七
六
番 

(

一)

島
崎
呉
服
店 

本
町 

電
話
八
番 

(

二)

よ
い
茶
は 

溝
藤
園 

(

佐
藤)

茶
舗 
本
町 

(

三)

安
く
売
る
店 

相
山
洋
品
店 

泉
町 

 

(

四)

御
気
に
召
す
蓄
音
機
と
時
計
、
メ
ガ
ネ
は
皆
様
の
井
上
定
針
堂 

金
町 

(

五)

桐
材 

履
物 

立
花
屋
商
店 

泉
町
、
本
町
売
店 

(

六)

お
い
し
い
森
永
の
菓
子
食
料
品
各
種
大
信
商
店 

駅
前
電
話
一
三
九
番 

(

七)

御
待
合 

清
藤 

電
話
九
番 

(

八)

宴
会
大
歓
迎 

袋
田
温
泉
ホ
テ
ル 

(

大
子
町
袋
田) 

電
話
一
四
二
番 

(

九)

御
婚
礼 

御
着
付 

石
井
美
容
所 

本
町 

(

一
〇)

文
房
具 

書
籍 

里
仁
堂
薬
局 

電
話
三
番 

(

一
一)

新
し
い
薬
と
文
房
具 

本
店(

金
沢
薬
局) 

電
話
六
一
番 

(

一
二)

お
醤
油
は
マ
ル
サ
ン
に
限
る 

丸
三
醤
油
支
店 

泉
町 

(

一
三)

常
磐
サ
ロ
ン 

大
子
駅
前 

(

一
四)

ノ
ー
リ
ツ
号
、
実
用
富
士
、
メ
リ
ッ
ト
号
販
売 

貝
塚
自
転
車
店 

 

自
転
車
の
月
払
な
ら
当
店
へ 

(

一
五)

お
い
し
い
品
を
安
く
売
る
店 

あ
け
ほ
の
堂 

金
町 

(

一
六)

ツ
バ
メ
タ
ク
シ
ー 

電
話
二
八
番 

(

一
七)

親
切 

叮
嚀 

根
本
産
院 

愛
宕
町 

(

一
八)

う
ま
い
酒 

東
力
士 

野
州
盛 

売
捌 

一
酒
店 

電
話
一
二
三
番 

(

一
九)

島
田
材
木
店 

電
話
一
三
〇
番 

(

二
〇)

御
婚
礼
用
具
は
是
非 

高
野
指
物
店
へ 

泉
町 

電
話
一
七
番 

(

二
一)

品
質
本
位 

果
実
籠
詰 

漬
物
佃
煮 

御
用
命
は
笹
屋
商
店 

泉
町 

(

二
二)

御
料
理 

福
本 

本
町 

(

二
三)

品
の
良
い 

鳥
肉 

豚
肉
は 

鳥
宗
で 

 

電
話
一
一
五
番 

(

二
四)

婚
礼
と
見
合
の
御
写
真
は 

森
山
写
真
館
へ 

大
子
駅
前 

(

二
五)

御
料
理 

宝
亭 

電
話
六
九
番 

(

二
六)

化
粧
品 

小
間
物
は 

助
川
百
貨
店 

電
話
三
五
番 

(

二
七)

洋
品 

雑
貨
は 

植
田
百
貨
店 

(

本
町) 

 

電
話
一
四
番 

(

二
八)

御
料
理 

保
里
川 

(

大
子
駅
前) 

電
話
一
二
四
番 

(

二
九)

石
版
・
活
版 

平
凡
社 

本
町 

(

三
〇)

水
戸
よ
り 

よ
い
柄
の
あ
る 

真
下
呉
服
店 

(

三
一)

う
ま
い
酒 

味
の
よ
い
醤
油
は
是
非 

大
丸
百
貨
店 

電
話
六
六
番 

(

三
二)

時
計
と
メ
ガ
ネ
は 

田
中
時
計
店
に 

か
ぎ
る 

(

三
三)

カ
フ
ヱ
ー 

ス
ズ
ラ
ン 

電
話
一
一
六
番 

(

三
四)

御
料
理 

割
烹 

芸
妓
置
屋 

新
栄
屋 

(

泉
町) 

電
話
三
六
番 

・
上
り 

銘
酒 

サ
ワ
ヤ
カ 

(

醸
造
元) 

永
瀬
三
四
郎
吟
醸 

 

商
店
の
住
所
に
「
大
子
駅
前
」
と
あ
り
ま
す
が
、
水
郡
線
の
常
陸
大
子
駅

開
通
は
昭
和
二
年
三
月
十
日
で
、
そ
の
一
〇
年
後
の
様
子
で
す
。
袋
田
温
泉

ホ
テ
ル
は
昭
和
十
一
年
十
一
月
二
日
に
営
業
を
始
め
ま
し
た
。 

 

こ
の
年
の
七
月
七
日
に
廬
溝
橋
事
件
が
起
こ
り
、
日
中
戦
争
が
始
ま
り
ま

す
。
翌
十
三
年
に
は
国
家
総
動
員
法
が
公
布
さ
れ
、
国
民
は
生
活
の
す
べ
て

の
面
で
が
ま
ん
を
し
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
昭
和
十
六
年
十
二
月
の

真
珠
湾
攻
撃
に
よ
り
ア
メ
リ
カ
と
の
戦
争
が
始
ま
り
ま
す
。 

 

戦
争
に
よ
る
生
活
物
資
の
不
足
に
よ
り
、
生
活
必
需
品
の
米
、
醤
油
、
衣

料
品
、
マ
ッ
チ
な
ど
が
切
符
配
給
制
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
戦

争
経
済
の
直
前
の
大
子
町
商
店
街
の
様
子
を
う
か
が
え
る
資
料
で
す
。 

(

大
子
郷
土
史
の
会
の
熊
木
歌
子
さ
ん
の
御
教
示
を
得
ま
し
た) 

(

野
内
正
美)
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【
史
料
紹
介
】
捕
虜
に
な
っ
た
月
居
氏
と
戦
国
社
会 

  

天
正
十
七
年
（
一
五
八
九
）
は
、
南
奥
地
域
（
現
在
の
福
島
県
域
）
の
戦
国
史

に
と
っ
て
激
動
の
一
年
で
し
た
。
蘆
名
（
あ
し
な
）
・
岩
城
・
白
川
氏
を
味
方

に
つ
け
た
佐
竹
氏
と
、
田
村
氏
と
結
ぶ
伊
達
氏
と
が
覇
権
を
争
っ
て
い
て
、

両
氏
の
動
向
を
中
心
に
均
衡
が
保
た
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
同
年
六
月

の
摺
上
原
（
す
り
あ
げ
は
ら
、
猪
苗
代
町
）
合
戦
と
伊
達
軍
の
黒
川
城
（
会
津
若

松
市
）
占
拠
に
よ
っ
て
、
一
気
に
伊
達
氏
優
位
の
状
況
へ
と
移
り
ま
す
。 

そ
れ
と
と
も
に
、
南
奥
の
武
士
た
ち
が
佐
竹
か
ら
伊
達
氏
へ
と
続
々
と
寝

返
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
人
で
あ
る
浅
川
大
和
守
（
浅
川
町
）
に
対
し
、
服
属

を
促
す
政
宗
の
書
状
の
中
に
一
人
の
保
内
武
士
が
登
場
し
ま
す
。 

 

【
前
略
】
殊
に
証
人
替
の
儀
、
遠
慮
候
と
雖
も
、
其
方

前
よ
り
此
方
へ

一
味
の
筋
目
に
任
せ
て
、
月
之
お
れ
次
男
を
指
越
す
べ
く
候
、
其
上
に
も

不
調
に
候
ら
は
ば
、
須
田
む
す
め
を
相
副
ふ
べ
く
候
【
後
略
】 

（
天
正
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日
付
浅
川
大
和
守
宛
「
伊
達
政
宗
書
状
写
」
） 

 【
特
に
（
佐
竹
氏
と
の
）
証
人
替
え
（
人
質
交
換
）
の
こ
と
に
つ
い
て
、（
浅
川
大

和
守
は
）
遠
慮
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
あ
な
た
は
先
よ
り
こ
ち
ら
（
伊
達
政

宗
）
に
味
方
し
て
い
た
道
理
が
あ
る
の
で
、
月
居
氏
の
次
男
を
（
交
換
す
る
人

質
と
し
て
佐
竹
氏
に
）
遣
わ
し
ま
す
。
そ
の
上
で
、（
人
質
交
換
が
）
不
調
で
あ
り

ま
し
た
ら
、
須
田
氏
の
娘
も
一
緒
に
提
出
し
ま
す
。
】 

  

こ
こ
に
名
前
の
見
え
る
月
居
氏
の
次
男
は
、
月
居
城
に
拠
点
を
置
く
月
居

（
野
内
）
大
膳
亮
の
息
子
で
す
。
佐
竹
氏
家
臣
の
須
田
氏
の
娘
と
と
も
に
、
佐

竹
氏
と
の
人
質
交
換
の
た
め
に
差
し
出
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
背

景
に
は
何
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

天
正
十
七
年
の
十
月
、
政
宗
は
佐
竹
側
の
南
奥
進
出
の
拠
点
で
あ
る
須
賀

川
城
（
須
賀
川
市
）
を
攻
撃
し
ま
し
た
。
『
奥
羽
永
慶
軍
記
』
と
い
う
後
世
に

作
ら
れ
た
軍
記
物
語
に
よ
る
と
、
佐
竹
方
と
し
て
、
佐
竹
氏
家
臣
の
武
茂
左

馬
助
・
月
居
（
野
内
）
大
膳
亮
が
城
の
警
固
に
遣
わ
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。
戦
況
は
、「
岩
城
よ
り
の
警
固
竹
貫
・
植
田
但
馬
守
、
佐
竹
よ
り
の

警
固
百
々
寺
（
武
茂
氏
か
）
を
始
め
と
し
て
、
馬
上
三
百
騎
を
討
ち
取
り
候
。

足
軽
の
事
は
そ
の
数
を
知
ら
ず
」
、「
そ
の
ほ
か
よ
き
し
ゆ
（
衆
）
あ
ま
た
（
数

多
）
う
ち
こ
ろ
（
殺
）
し
候
」
と
政
宗
が
豪
語
す
る
通
り
、
伊
達
氏
の
圧
勝
に

終
わ
り
ま
し
た
。
こ
の
時
、
須
賀
川
城
代
の
須
田
美
濃
の
娘
や
月
居
大
膳
亮

の
次
男
が
伊
達
氏
の
捕
虜
と
な
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
ま
す
。 

 

須
賀
川
合
戦
直
後
に
、
政
宗
は
浅
川
大
和
守
に
佐
竹
氏
か
ら
の
寝
返
り
を

持
ち
か
け
ま
す
。
そ
の
際
に
、
浅
川
氏
が
佐
竹
氏
の
も
と
に
差
し
出
し
て
い

た
人
質
が
問
題
に
な
っ
た
こ
と
が
先
の
書
状
か
ら
わ
か
り
ま
す
。
近
隣
の
同

族
で
あ
る
石
川
氏
も
人
質
を
差
し
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
南
奥
地
域
の
領

主
が
佐
竹
氏
へ
人
質
を
出
す
こ
と
は
一
般
的
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
（
も
っ
と
も
、

石
川
氏
や
浅
川
氏
は
佐
竹
氏
を
裏
切
っ
た
過
去
が
背
景
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
す
が
）
。

政
宗
は
、
浅
川
氏
の
信
頼
を
得
る
た
め
、
捕
虜
に
し
た
ば
か
り
の
佐
竹
氏
家

臣
を
人
質
交
換
の
た
め
に
差
し
出
し
た
の
で
す
。 

 

年
が
改
ま
り
浅
川
氏
が
政
宗
の
旗
下
に
属
し
た
後
も
、
佐
竹
氏
と
の
人
質

交
換
交
渉
は
続
き
ま
す
。
し
か
し
、
四
月
二
十
九
日
付
の
政
宗
書
状
に
「
証

人
替
成
就
の
義
、
茲
（
こ
こ
）
元
に
お
い
て
も
心
安
く
満
足
迄
に
候
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
、
無
事
浅
川
氏
の
要
望
が
通
っ
た
こ
と
が
窺
え
ま
す
。
佐
竹
氏
へ

の
人
質
提
出
か
ら
解
放
さ
れ
た
浅
川
氏
で
す
が
、
一
方
で
浅
川
豊
純
の
弟
が

伊
達
氏
の
許
に
人
質
と
し
て
身
を
寄
せ
て
い
る
よ
う
に
、
領
主
に
対
し
て
人

質
を
差
し
出
す
と
い
う
状
況
か
ら
抜
け
出
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

伊
達
政
宗
の
書
状
に
記
載
さ
れ
る
月
居
次
男
の
記
事
は
、
戦
争
に
よ
る
捕

虜
、
領
主
へ
の
人
質
慣
行
な
ど
戦
国
社
会
の
厳
し
い
一
面
を
生
々
し
く
語
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
大
子
町
に
関
す
る
史
料
を
発
見
し
、
そ
れ
を
丹

念
に
読
み
込
む
と
い
う
基
礎
的
な
作
業
を
行
う
こ
と
で
、
過
去
の
時
代
の
空

気
ま
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。 

 
 

 

（
藤
井
達
也
） 
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図４ サイ類の足跡化石 

 
図５ ヨコヤマビカリヤ 

図６ 有孔虫の化石 

 

（オペキュリナ）（ミオジプシナ） 

大
子
町
産
出
の
化
石
の
紹
介(

下
の
二)

 

笠
井
勝
美 

(

五)

滝
倉
の
サ
イ
類
の
足
跡
化
石(

図
四) 

 

平
成
二
十
年(
二
〇
〇
八)

、
滝
倉
川
の
左
岸
か
ら
発

見
さ
れ
た
足
跡
化
石
は
、
茨
城
大
学
と
茨
城
県
自
然

博
物
館
に
よ
っ
て
調
査
さ
れ
、
奇
蹄
類
の
サ
イ
科
、

あ
る
い
は
バ
ク
科
の
足
跡
で
あ
る
と
発
表
さ
れ
ま
し

た
。
保
存
の
良
い
化
石
は
、
二
地
点
で
六
個
ほ
ど
あ

り
、
ゾ
ウ
の
化
石
と
同
じ
に
、
下
位
の
泥
岩
の
間
に

保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。 

(

六)

浅
川
層
上
部
の
海
成
層
中
の
貝
化
石(

図
五) 

 

浅
川
層
上
部
の
貝
化
石
は
、
滝
倉
、
定
本
、
袋
田

滝
本
、
冥
賀
を
経
て
町
付
、
上
郷
、
中
郷
、
槙
野
地

な
ど
の
海
成
層
分
布
地
域
に
広
く
産
出
し
ま
す
。 

 

地
元
で
貝
化
石
を
調
査
し
て
い
る
藤
井
節
男
氏
は

カ
キ
貝
な
ど
上
位
に
密
集
し
た
貝
化
石
産
地
を
発
見

し
、
多
く
の
化
石
を
保
有
し
て
い
ま
す
。
槙
野
地
大

野
平
な
ど
か
ら
産
出
し
た
ヨ
コ
ヤ
マ
ビ
カ
リ
ヤ
な
ど

の
発
見
に
よ
り
、
当
時
は
熱
帯
性
の
環
境
で
あ
っ
た

と
推
定
さ
れ
ま
す
。 

(

七)

浅
川
層
上
部
か
ら
熱
帯
性
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ

花
粉
化
石 

 

平
成
二
十
三
年
、
筑
波
大
学
は
浅
川
層
上
層
部
を
調
査
し
、
上
郷
、
中
郷
、

槙
野
地
大
野
平
な
ど
か
ら
、
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
で
の
花
粉
化
石
を
多
数
発
見
し

た
と
発
表
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
浅
川
層
上
層
部
は
、
熱
帯
な
い
し

亜
熱
帯
の
環
境
下
で
堆
積
し
た
と
報
告
し
て
い
ま
す
。 

 
(

八)

苗
代
田
層
か
ら
の
有
孔
虫
化
石(

図
六)

 

 

男
体
山
火
山
角
レ
キ
岩
層
の
上
位
に
堆
積
し
た
苗
代
田
層
か
ら
は
、
貝
化

石
、
ウ
ニ
化
石
、
エ
ビ
化
石
な
ど
を
産
出

し
て
い
ま
す
。
と
く
に
有
名
な
の
は
、
月

居
ト
ン
ネ
ル
出
口
や
、
下
野
宮
井
戸
ヶ
沢

付
近
な
ど
か
ら
産
出
し
て
い
る
有
孔
虫
化

石
の
オ
ペ
キ
ュ
リ
ナ
と
ミ
オ
ジ
プ
シ
ナ
の

二
種
類
で
す
。 

苗
代
田
層
上
位
の
小
生
瀬
層
で
は
化

石
は
産
出
せ
ず
、
さ
ら
に
上
位
の
内
大
野

層
で
は
希
に
貝
化
石
や
ウ
ニ
類
が
発
見
さ

れ
て
い
ま
す
。 

 

訂
正 

第
七
六
号
に
掲
載
し
た
拙
稿
で
は
、
ナ
マ
コ 

化
石
の
産
出
地
が
小
生
瀬
層
に
な
っ
て
い

ま
す
が
、
苗
代
田
層
に
訂
正
し
ま
す
。 
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