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う
に
な
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。

　

話
し
合
い
を
重
ね
て
内
藤
さ
ん
は
「
唐
破

風
だ
け
で
も
移
築
で
き
な
い
か
と
思
い
が
う

か
ん
だ
」
そ
う
で
す
。
さ
ら
に
舟
橋
さ
ん
を

通
じ
て
、
あ
だ
ち
銭
湯
文
化
普
及
会
の
荒
木

久
美
子
さ
ん
も
検
討
の
輪
に
入
る
こ
と
で
、

そ
の
後
の
移
築
実
現
の
根
底
に
な
り
ま
し

た
。

　
２　

移
築
実
現
の
手
配

　

内
藤
さ
ん
や
舟
橋
さ
ん
た
ち
は
、
解
体
が

は
じ
ま
ろ
う
と
し
て
い
た
今
年
の
二
月
十
五

日
頃
か
ら
急
ぎ
手
配
を
は
じ
め
ま
し
た
。
移

　
１　

銭
湯
の
「
顔
」
保
存
へ

　

千
住
寿
町
に
あ
っ
た
大
黒
湯
が
昨
年
の

六
月
末
日
に
廃
業
と
の
知
ら
せ
に
驚
い
た

方
も
多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
大
黒
湯
は
昭

和
四
（
一
九
二
九
）
年
の
大
型
木
造
建
築
で
、

玄
関
の
唐
破
風
を
か
ざ
る
大
黒
天
像
が
象

徴
に
な
っ
て
い

ま
し
た
。

　

こ
の
唐
破
風

が
、
こ
の
た
び

千
住
五
丁
目
の

古
刹
、
安
養
院

に
移
築
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
、

い
ま
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
ク
ラ

ウ

ド

フ

ァ

ン

デ
ィ
ン
グ
で
資

金
を
募
る
活
動

が
広
が
り
を
見

せ
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
そ
の

経
緯
に
つ
い
て

安
養
院
の
二
四

代

目

の

ご

住

職
、
内
藤
良
家
さ
ん
た
ち
に
お
話
し
を
う
か

が
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
の
で
ご
紹
介
し

ま
す
。

　

そ
も
そ
も
内
藤
さ
ん
は
、
フ
リ
ー
ラ
イ

タ
ー
の
舟
橋
左
斗
子
さ
ん
（
著
書
『
足
立
区

の
コ
ト
。』
彩
流
社
、共
著
『
町
雑
誌　

千
住
』

ほ
か
）
を
通
じ
て
保
存
を
一
緒
に
考
え
る
よ
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尊
の
阿
弥
陀
如
来
坐
像
は
、
専
門
家
の
調
査

の
結
果
、
鎌
倉
時
代
の
銅
製
の
作
と
判
明
し
、

さ
ら
に
お
顔
は
、
鎌
倉
時
代
以
前
と
想
定
さ

れ
、
い
に
し
え
の
遺
産
を
継
承
す
る
寺
院
と

し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
（
第
一
次
文
化
遺
産

調
査
。『
足
立
の
仏
像
』
参
照
）。

　

史
跡
め
ぐ
り
や
街
歩
き
の
際
に
、
境
内
で

見
学
で
き
る
石
造
遺
物
の
中
か
ら
芭
蕉
句
碑

も
注
目
遺
産
な
の
で
ご
紹
介
し
ま
す
（
左
写

真
）。
岡
本
機
柳
の
還
暦
記
念
で
建
立
、
芭

蕉
旅
立
ち
の
句
「
ゆ
く
春
や
鳥
な
き
魚
の
目

は
泪
」
を
刻
ん
で
い
ま
す
。
機
柳
は
大
正
、

昭
和
と
高
浜
虚
子
、
為
成
菖
蒲
園
ら
と
と
も

に
活
躍
し
た
千
住
の
俳
人
で
し
た
。

　

中
世
、
鎌
倉
時
代
か
ら
、
近
世
、
近
代
の

歴
史
と
文
化
の
名
所
と
し
て
、
大
黒
湯
の
新

た
な
遺
産
が
加
わ
り
ま
す
。
本
文
編
集
時
点

（
五
月
末
）
で
、
一
七
九
名
の
方
か
ら
の
支

援
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。
移
築
が
す
す
み
新

た
な
文
化
継
承
が
は
じ
ま
り
ま
す
。

 

移
築
さ
れ
る
唐
破
風
近
く
に
あ
る
句
碑

　
　
　
　
　

（
博
物
館
学
芸
員　

多
田
文
夫
）

　

ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
一
般
的
に

ネ
ッ
ト
が
中
心
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
直
接

の
募
金
も
受
付
け
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。

単
位
は
２
万
円
ま
で
の
各
種
の
額
で
設
定
さ

れ
て
お
り
返
礼
品
も
様
々
で
す
。
お
問
合
せ

は
、
安
養
院
（
電
話
０
３
‐
３
８
８
１
‐

０
６
８
６
）
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

　
４　

新
し
い
名
所

■
新
た
な
遺
産　

安
養
院
の
内
藤
さ
ん
の
こ

う
し
た
発
意
に
も
「
千
住
を
大
切
に
し
た
い
」

と
い
う
想
い
が
ベ
ー
ス
に
な
り
、
足
立
全
体

の
銭
湯
文
化
を
研
究
普
及
す
る
「
あ
だ
ち
銭

湯
文
化
普
及
会
」
の
皆
さ
ん
の
想
い
が
つ
な

が
り
、
移
築
実
現
へ
と
動
い
て
い
ま
す
。

　

移
築
に
際
し
て
は
、「
く
つ
石
」（
柱
を
載

せ
る
石
）
を
新
た
に
す
る
こ
と
や
、
さ
ら
な

る
部
材
の
補
強
や
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
し

て
い
く
な
ど
、
新
築
で
は
な
い
紆
余
曲
折
も

乗
り
越
え
な
が
ら
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
し

て
大
黒
湯
の
象
徴
と
し
て
唐
破
風
の
蟇
股

（
か
え
る
ま
た
）
※
に
あ
っ
た
大
黒
像
は
、

そ
の
ま
ま
原
品
が
移
り
ま
す
。

　

※
蟇
股
＝
横
木
に
設
置
し
、
荷
重
を
分
散 

　
　

さ
せ
る
た
め
、
下
部
を
広
げ
た
（
カ
エ 

　
　

ル
の
足
の
よ
う
な
）
部
材

　

銭
湯
の
入
口
を
飾
っ
た
唐
破
風
は
、
安
養

院
の
大
玄
関
と
な
り
ま
す
。
八
月
ま
で
移
築

工
事
が
進
み
、
九
月
か
ら
十
月
の
秋
に
完
成

を
目
指
し
て
い
ま
す
。

■
鎌
倉
時
代
の
遺
産
か
ら　

安
養
院
は
鎌
倉

時
代
の
建
長
年
間
（
一
二
四
九
～
五
六
）
に

創
建
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
古
刹
で
す
。
本

グ
を
四
月
三
〇
日
か
ら
始
め
て
い
ま
す
。
ク

ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
名
称
は
「
日
本

の
銭
湯
文
化
を
遺
し
た
い
！
唐
破
風
屋
根

保
存
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
！
」
で
目
標
金
額
は

三
〇
〇
万
円
で
し
め
き
り
は
六
月
二
六
日
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
立
ち
上
げ

は
荒
木
さ
ん
が
中
心
と
な
り
、
公
共
性
等
を

幅
広
く
考
え
て
実
施
可
能
に
な
っ
た
と
の
こ

と
で
す
。
大
黒
湯
と
安
養
院
を
つ
な
ぎ
、
移

築
保
存
の
可
能
性
を
探
る
段
階
か
ら
関
係
し

て
い
る
舟
橋
さ
ん
は
次
の
よ
う
に
現
状
と
将

来
を
見
て
い
ま
す
。

　

「
キ
ン
グ
オ
ブ
銭
湯
」
と
呼
ば
れ
た
大
黒 

　

湯
は
、
千
住
の
誇
り
で
し
た
。
そ
し
て
銭 

　

湯
フ
ァ
ン
な
ら
誰
し
も
一
度
は
訪
れ
た
い 

　

場
所
、
日
本
の
銭
湯
文
化
に
と
っ
て
象
徴 

　

と
も
い
え
る
存
在
で
し
た
。
そ
の
唐
破
風 

　

屋
根
部
分
だ
け
で
も
残
る
。
そ
の
意
義
は 

　

は
か
り
し
れ
ま
せ
ん
。
私
も
毎
週
の
よ
う 

　

に
く
ぐ
っ
た
唐
破
風
屋
根
が
、
大
黒
湯
か 

　

ら
そ
う
遠
く
な
い
安
養
院
で
再
生
さ
れ
る 

　

こ
と
に
ワ
ク
ワ
ク
し
て
い
ま
す
。

　

失
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
遺
産
の
継
承
に

は
多
く
の
人
々
の
想
い
が
欠
か
せ
ま
せ
ん

が
、
舟
橋
さ
ん
が
語
る
感
想
を
具
現
化
し
て

い
る
の
が
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
で

し
ょ
う
。
こ
れ
ま
で
、
千
住
の
鷗
外
碑
（
千

住
一
丁
目
）
な
ど
の
石
碑
や
、
足
立
の
学
童

疎
開
の
碑
（
博
物
館
所
在
）
は
募
金
を
元
に

人
々
の
想
い
が
実
現
し
て
い
ま
し
た
が
、
新

し
く
ネ
ッ
ト
空
間
で
の
繋
が
り
が
期
待
さ
れ

注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

築
の
手
配
に
は
多
く
の
課
題
が
あ
る
の
で
す

が
、
棟
梁
の
大
き
な
助
力
が
あ
り
ま
し
た
。

移
築
先
の
安
養
院
の
客
殿
や
観
音
堂
、
山
門

な
ど
、
木
造
建
築
を
手
掛
け
た
代
々
の
西
棟

梁
と
お
付
き
合
い
が
あ
り
、
こ
の
時
も
た
ま

た
ま
本
堂
内
の
修
繕
に
西
棟
梁
が
来
て
い
た

こ
と
も
幸
運
で
、
具
体
的
に
移
築
が
可
能
か

ど
う
か
の
検
討
が
始
ま
り
ま
し
た
。
安
養
院

と
西
棟
梁
の
お
付
き
合
い
は
先
代
の
又
次
郎

さ
ん
（
故
人
）
と
定
治
さ
ん
と
世
代
を
超
え

て
い
ま
す
。

　
３　

ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ

　

大
黒
湯
の
遺
産
継
承
を
広
く
知
っ
て
も
ら

う
と
と
も
に
参
加
し
て
も
ら
う
た
め
に
募
金

が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

中
心
と
な
っ
た
の
が
、
内
藤
さ
ん
を
は
じ

め
舟
橋
さ
ん
、荒
木
さ
ん
た
ち
で
、イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
用
い
た
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン

第 652 号（２）

「西棟梁による観音堂（平成 19 年落成式）」
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た
が
、
午
前
中
に
も
の
ご
と
を
始
め
れ
ば

よ
く
、
こ
う
し
た
日
に
ち
占
い
も
意
識
さ

れ
た
の
で
は
と
想
像
さ
れ
る
の
で
す
。

　

【
箕
①
】
の
代
金
は
三
十
五
銭
、
現
在
、

都
内
で
は
四
八
〇
円
の
銭
湯
の
入
浴
料
が

当
時
は
、
三
銭
だ
っ
た
の
で
、
約
十
一
倍

を
換
算
す
る
と
五
千
円
余
り
に
な
り
ま
す
。

【
箕
②
】
で
は
入
浴
料
は
五
十
銭
、
十
七

倍
す
る
と
八
千
円
余
り
で
、
道
具
と
し

て
は
適
当
な
値
段
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
ま

す
。
ま
た
、
大
正
時
代
に
は
、
「
千
住 

長

谷
川
」
と
個
人
商
店
で
購
入
し
て
い
ま
す

が
、
昭
和
二
十
一
年
に
は
「
農
協
」
と
書

か
れ
て
い
ま
す
。
農
業
協
同
組
合
法
は
昭

和
二
十
二
年
に
施
行
さ
れ
ま
す
が
、
農
協

で
の
道
具
の
購
買
が
農
家
に
及
ん
で
き
た

様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

つ
づ
く

参
考
文
献　

『
値
段
の
風
俗
史
』
週
刊
朝

日
編

　
　
　
　  

（
当
館
学
芸
員　

荻
原
ち
と
せ
）

点
は
、
箕
の
裏
側
に
購
入
月
日
、
購
入
先
、

金
額
ま
で
墨
で
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
【
箕

①
】
、
【
箕
②
】

　

所
蔵
者
が
名
前
や
屋
号
な
ど
と
と
も
に
、

新
調
し
た
道
具
に
使
用
始
め
の
年
月
日
を

墨
で
書
い
た
道
具
を
「
記
年
銘
の
あ
る
民

具
」
あ
る
い
は
、「
墨
書
民
具
」
（
ぼ
く
し
ょ

み
ん
ぐ
）
な
ど
と
呼
び
ま
す
。
民
具
と
は
、

美
術
工
芸
品
で
は
な
く
生
活
必
需
品
と
し

て
人
々
が
制
作
し
、
長
い
間
使
用
し
て
き

た
道
具
を
意
味
す
る
言
葉
で
す
。

　

新
調
し
た
日
に
ち
を
記
入
す
る
の
は
、

新
し
い
道
具
を
お
ろ
す
晴
れ
が
ま
し
さ

や
、
大
切
に
使
お
う
と
い
う
気
持
ち
が
表

れ
て
お
り
、
比
較
的
値
段
が
高
く
、
長
く

使
う
も
の
に
さ
れ
ま
し
た
。
【
箕
②
】
の

昭
和
二
十
一
年
十
月
十
三
日
の
吉
凶
を
占

う
日
に
ち
は
「
大
安
」
で
、
と
て
も
縁
起

の
よ
い
日
で
し
た
。
【
箕
①
】
の
大
正
元

年
（
一
九
一
二
）
二
月
一
日
は
「
先
勝
」
で
、

特
に
す
ぐ
れ
た
日
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

物
を
す
く
い
取
っ
た
り
、
下
に
置
い
て
、

広
げ
た
穀
物
を
か
き
入
れ
た
り
す
る
の
に

都
合
が
よ
く
、
別
の
容
器
に
移
す
こ
と
も

簡
単
で
す
。
ま
た
、
軽
い
の
も
特
徴
で
す
。

箕
は
、
適
量
の
米
や
豆
な
ど
を
入
れ
て
ウ

デ
の
部
分
を
持
っ
て
上
下
に
振
り
上
げ
て
、

中
身
を
風
に
当
て
、
混
在
す
る
籾
殻
や
豆

の
殻
な
ど
を
吹
き
飛
ば
し
て
選
別
す
る
道

具
で
し
た
。
本
体
が
軽
く
な
い
と
、
作
業

に
多
く
の
負
担
が
か
か
り
ま
す
。

■
箕
の
製
作
と
入
手　

箕
の
製
作
に
は
多

く
の
材
料
や
手
間
が
か
か
る
た
め
、
専
業

化
さ
れ
、
集
落
な
ど
を
あ
げ
て
製
造
さ
れ

る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
箕
の
製
造
は
、

農
作
業
の
一
段
落
す
る
冬
期
に
集
中
し
て

行
う
こ
と
が
で
き
、
材
料
は
自
然
か
ら
採

集
で
き
る
た
め
、
現
金
収
入
の
手
立
て
と

し
て
重
要
で
し
た
。

■
墨
書
の
あ
る
箕
か
ら　

当
館
の
収
蔵
す

る
箕
の
な
か
で
、
上
沼
田
町
（
現
、
足
立

区
江
北
）
の
舩
津
家
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
二

■
箕
と
は　

箕
は
、
穀
物
の
選
別
や
す
く

い
と
り
な
ど
に
使
う
Ｕ
字
型
を
し
た
道
具

で
す
。
篠
竹
や
藤
蔓
の
皮
を
主
な
材
料
と

し
て
編
み
込
ん
だ
も
の
で
、
多
数
の
材
料

を
使
い
分
け
、
ま
た
編
み
方
も
場
所
に
よ
っ

て
変
え
る
な
ど
、
手
作
り
の
編
み
組
み
製

品
の
集
大
成
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
さ
ま
ざ
ま

な
技
術
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

Ｕ
字
に
開
い
た
ウ
デ
の
部
分
を
両
手
で

持
ち
、
開
い
た
箕
先
（
み
さ
き
）
で
、
穀

（３）第 652 号

写真 【箕②】と裏面の墨書
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⑬
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令和４年６月 第 652 号（４）足 立 史 談

る
重
要
な
制
度
な
の
で
す
。

　
　  

（
文
化
財
係
学
芸
員　

佐
藤　

貴
浩
）

　  

「
じ
ん
が
ん
な
わ
」
の
東
京
都
指
定

　

令
和
四
年
三
月
一
八
日
付
で
「
じ
ん
が

ん
な
わ
」
が
東
京
都
指
定
無
形
民
俗
文
化

財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

「
じ
ん
が
ん
な
わ
」
は
、
「
は
い
文
化
財

係
で
す
」
一
七
（
本
誌
六
二
四
号
）
で
も

取
り
上
げ
ま
し
た
が
、
西
保
木
間
の
大
門

厨
子
（
だ
い
も
ん
ず
し
）
の
人
々
が
毎
年

成
人
の
日
に
大
乗
院
（
西
保
木
間
二
―

一
四
―
五
）
に
集
ま
っ
て
、
藁
で
作
っ
た

大
蛇
を
木
に
這
わ
せ
て
、
五
穀
豊
穣
・
無

病
息
災
な
ど
を
祈
願
す
る
行
事
で
す
。

　

「
じ
ん
が
ん
な
わ
」
は
、
昭
和
五
九
年
に

足
立
区
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ

れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
「
足
立
区
文
化
財

保
護
条
例
」
に
よ
り
、
区
と
都
の
二
重
指

定
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
都
指
定
と
同
日

付
で
区
指
定
が
解
除
さ
れ
ま
し
た
。

　

足
立
区
は
「
じ
ん
が
ん
な
わ
」
の
東
京

都
指
定
を
記
念
し
て
動
画
を
作
成
し
ま
し

た
。Y

o
u
T

u
b
e

で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

タ
イ
ト
ル
：
５
０
０
年
の
と
き
を
つ
な
ぐ
。 

　

東
京
都
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
「
じ
ん 

　

が
ん
な
わ
」

幅
広
く
保
護
を
図
っ
て
い
る
の
で
す
。

■
国
登
録
文
化
財
の
導
入　

平
成
七
年

（
一
九
九
五
）
以
前
の
「
文
化
財
保
護
法
」

で
は
、
国
と
地
方
公
共
団
体
と
も
に
指
定

制
度
の
み
で
し
た
。
そ
の
た
め
昭
和
五
六

年
に
足
立
区
が
採
用
し
た
登
録
制
度
は
独

自
の
も
の
と
も
い
え
ま
す
が
、
登
録
制
度

は
二
三
区
中
一
八
区
が
設
け
て
い
ま
す
。

現
在
も
他
の
地
方
公
共
団
体
で
は
指
定
制

度
の
み
の
と
こ
ろ
も
多
い
で
す
。

　

こ
う
し
た
中
で
、
平
成
八
年
に
国
は
法

改
正
を
し
て
、
建
造
物
に
つ
い
て
国
も
登

録
制
度
を
新
設
し
ま
し
た
。
国
宝
や
重
要

文
化
財
は
補
助
金
等
が
手
厚
い
代
わ
り
に
、

俗
に
「
釘
一
本
打
て
な
い
文
化
財
」
な
ど

と
言
わ
れ
、
「
文
化
財
保
護
法
」
に
よ
る
規

制
が
多
く
か
か
か
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
国

登
録
文
化
財
は
補
助
金
等
が
手
薄
な
代
わ

り
に
、
規
制
を
緩
く
し
、
外
観
を
維
持
さ

え
す
れ
ば
、
内
装
に
手
を
入
れ
て
レ
ス
ト

ラ
ン
な
ど
を
営
業
す
る
こ
と
な
ど
も
で
き

ま
す
。
現
在
、
一
万
件
以
上
が
国
登
録
文

化
財
と
し
て
保
護
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
平
成
一
六
年
の
法
改
正
で
国

登
録
文
化
財
は
建
造
物
以
外
に
も
対
象
が

拡
大
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
令
和
三
年
の

法
改
正
で
、
地
方
公
共
団
体
が
独
自
に
制

定
し
て
い
た
「
登
録
」
制
度
を
明
文
化
し

ま
し
た
。
こ
の
点
、
地
方
公
共
団
体
の
登

録
制
度
が
国
に
先
行
し
て
い
た
の
で
す
。

　

「
指
定
」
「
登
録
」
制
度
は
、
多
様
な
文

化
財
を
保
護
す
る
た
め
の
両
輪
と
も
い
え

発
が
進
み
多
く
の
文
化
財
が
失
わ
れ
て
い

く
中
で
、
文
化
財
の
定
義
を
広
げ
る
こ
と

で
保
護
を
図
っ
た
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
昭
和
五
一
年
に
東
京
都
も
条

例
を
全
改
正
し
ま
す
。
こ
う
し
た
流
れ
の

中
で
、
昭
和
五
〇
年
以
前
に
条
例
を
定
め

て
い
た
四
区
以
外
の
十
九
区
が
昭
和
六
三

年
ま
で
に
条
例
を
制
定
し
ま
し
た
。
足
立

区
も
昭
和
五
六
年
に
「
足
立
区
文
化
財
保

護
条
例
」
を
制
定
し
て
い
ま
す
。

■
「
指
定
」
と
「
登
録
」　

「
文
化
財
保
護
法
」

は
、
文
部
科
学
大
臣
が
重
要
文
化
財
や
国

宝
を
「
指
定
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規

定
し
て
い
ま
す
。
一
方
、
「
足
立
区
指
定
文

化
財
」
が
あ
る
よ
う
に
、
重
要
文
化
財
や

国
宝
等
の
「
指
定
」
を
受
け
て
い
な
い
も

の
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
が
条
例

に
基
づ
き
文
化
財
指
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
定
め
て
い
ま
す
。

　

足
立
区
の
条
例
は
、
ま
ず
「
保
存
の
必

要
が
あ
る
と
認
め
た
も
の
」
を
文
化
財
と

し
て
「
登
録
」
し
、
そ
の
中
で
も
特
に
重

要
な
も
の
を
「
指
定
」
す
る
と
い
う
制
度

に
な
っ
て
い
ま
す
。
指
定
文
化
財
の
現
状

変
更
を
す
る
際
に
は
区
の
許
可
が
必
要
と

な
り
ま
す
が
、
登
録
文
化
財
は
区
へ
届
出

さ
え
す
れ
ば
い
い
と
い
う
よ
う
に
、
指
定

文
化
財
は
手
厚
い
保
護
、
登
録
文
化
財
は

緩
や
か
な
保
護
と
な
り
ま
す
。

　

現
在
、
足
立
区
は
、
「
指
定
」
一
三
件
と

「
登
録
」
六
一
一
件
の
文
化
財
が
あ
り
、
合

計
は
二
三
区
中
、
江
東
区
に
次
ぐ
二
番
目

で
す
。
足
立
区
は
登
録
制
度
を
活
用
し
て

　

文
化
財
は
、
昭
和
二
五
年
に
国
が
制
定

し
た
「
文
化
財
保
護
法
」
や
地
方
公
共
団

体
が
制
定
し
た
文
化
財
保
護
条
例
（
以
下
、

条
例
と
省
略
）
に
基
づ
い
て
「
指
定
」
さ

れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
足
立
区
の
文
化

財
に
は
「
指
定
」
と
「
登
録
」
の
二
種
類

あ
り
ま
す
。
今
回
は
、
違
い
が
良
く
分
か

ら
な
い
「
指
定
」
と
「
登
録
」
の
関
係
に

つ
い
て
ご
説
明
し
ま
す
。

■
「
文
化
財
保
護
法
」
の
制
定
と
条
例

「
文
化
財
保
護
法
」
は
、
昭
和
二
四
年

（
一
九
四
九
）
に
法
隆
寺
金
堂
で
火
災
が
お

き
、
壁
画
が
甚
大
な
被
害
を
こ
う
む
っ
た

こ
と
を
契
機
に
、
こ
う
し
た
悲
劇
を
繰
り

返
さ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ

ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
昭
和
二
七
年
に
東
京
都
が
「
東

京
都
文
化
財
保
護
条
例
」
を
制
定
し
ま
す
。

こ
れ
を
受
け
、
昭
和
三
〇
・
四
〇
年
代
に
は

都
内
の
市
区
町
村
で
条
例
が
制
定
さ
れ
は

じ
め
ま
す
。

　

昭
和
五
〇
年
、
国
は
大
幅
に
法
改
正
を

し
ま
す
。
こ
の
改
正
で
は
、
そ
れ
ま
で
文

化
財
の
基
準
に
つ
い
て
「
歴
史
上
又
は
芸

術
上
価
値
の
高
い
も
の
」
と
あ
り
ま
し
た

が
、
「
そ
の
他
学
術
上
価
値
の
高
い
歴
史
資

料
」
と
い
う
文
言
が
加
わ
り
ま
し
た
。
開

東
京
都
指
定
記
念
動
画

は
い
文
化
財
係
で
す 
㉟

文
化
財
の

　
「
指
定
」
と
「
登
録
」


