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「
宗
像
」
誌
が
経
え
て
久
し
い
。
こ

の
度
、
宗
像
神
社
当
局
の
手
に
よ
り
復

創
刊
せ
ら
れ
る
と
聞
き
及
び
誠
に
御
同

慶
に
絶
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

宗
像
人
に
と
っ
て
「
宗
嫁
さ
ま
」
は

心
の
故
郷
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
神
社
が

中
心
に
な
っ
て
、
神
社
の
逓
況
を
も
と

と
し
て
郡
内
の
動
向
を
合
せ
知
る
こ
と

の
で
き
る
の
は
嬉
し
い
限
り
で
す
。
由

来
、
宗
塚
八
は
非
常
に
愛
郷
心
の
強
い

の
が
特
徴
で
す
。
そ
の
為
’
Ｌ
古
く
か
ら

全
国
酌
に
活
踊
を
し
て
お
ら
れ
る
郷
士

人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
宗
像
会
一
を
つ

く
っ
て
相
互
連
絡
と
親
睦
の
機
関
と
し

て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
を
全

部
一
本
に
纒
め
る
意
味
の
機
関
紙
が
長

く
途
絶
え
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
か
ら

今
度
の
企
画
ほ
全
国
の
会
員
諸
賢
に
と

っ
て
も
喜
ん
で
迎
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

と
信
じ
て
お
り
ま
す
。

時
恰
も
め
で
た
い
新
春
に
あ
た
り
、

わ
れ
ら
の
機
関
紙
「
宗
像
」
の
発
足
を

お
祝
い
す
る
と
と
も
に
、
最
近
め
ざ
ま

し
い
発
展
途
上
に
あ
る
当
宗
像
郡
の
、

そ
の
ま
た
精
神
的
中
枢
と
し
て
脈
々
と

活
動
を
続
け
て
お
ら
れ
る
宗
像
神
社
の

時
宜
を
得
た
企
画
を
た
た
え
た
い
と
思

い
ま
す
。
勿
論
、
紙
面
が
充
実
せ
ら
れ

各
種
の
項
目
を
盛
っ
て
皆
様
の
御
期
待

を
満
足
せ
し
め
る
に
は
多
少
時
間
を
必

要
と
い
た
し
ま
し
ょ
う
が
、
こ
の
「
宗

〃
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慨

が

湧

く
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識

「

宗

像

」

の

発

刊

に

想

う

こ

の

郷

士

愛

が

宗

像

誌

を

生

ん

だ

。

郷

土

に

住

む

者

、

他

郷

で

活

動

す

る

者

過
ぐ
る
日
、
許
斐
山
の
頂
上
に
福
ら
の
波
涛
を
越
え
て
漁
火
を
焚
い
た
舟
八
そ
の
親
震
と
互
助
の
精
神
が
宗
塚
誌
を

れ
た
許
斐
神
社
の
例
祭
に
奉
仕
し
た
折
の
歌
声
、
そ
の
思
索
は
断
片
的
で
あ
っ
育
て
た
。
明
治
二
十
四
年
に
起
り
太
平

郡
内
一
望
し
み

（
、
と
千
古
連
綿
こ
の
て
も
郷
土
の
風
物
が
呼
ぶ
陸
古
の
情
は
澤
戦
争
に
至
る
ま
で
、
五
十
餘
の
年
輪

地
に
綴
ら
れ
た
歴
史
の
線
を
手
繰
っ
て
故
郷
へ
の
愛
善
で
あ
ろ
う
。
を
数
え
た
努
力
は
驚
異
に
値
す
る
。
代

祖
先
へ
の
懐
し
み
を
い
だ
い
た
こ
と
が
更
に
想
え
ば
宗
像
群
落
の
精
神
的
血
々
受
け
継
い
で
郷
土
の
主
要
な
出
来
事

あ
る
。
城
山
を
鼻
先
と
し
て
連
な
る
峻
脈
こ
し
て
、
護
持
し
来
っ
た
宗
像
三
宮
を
報
じ
、
他
郷
に
在
る
者
の
消
息
随
想

嶺
に
、
大
友
の
強
敵
を
迎
え
て
郷
土
を
の
神
々
へ
の
至
誠
の
敬
仰
と
祭
福
の
伝
を
伝
え
て
、
郷
士
愛
と
宗
像
人
の
互
助

死
守
し
た
戯
国
宗
像
党
の
血
戦
の
館
、
承
が
現
代
に
至
っ
て
も
宗
像
人
相
互
の
の
絆
こ
し
て
大
い
な
る
使
命
を
果
し
た

延
々
と
流
れ
る
鈎
川
に
沼
う
て
拓
か
れ
親
愛
と
互
助
の
美
風
を
展
べ
て
い
る
。
意
義
は
満
朕
の
讃
辞
を
惜
し
ま
な
い
。

た
田
園
に
、
幾
春
秋
風
雪
を
衝
い
て
耕
鎮
国
寺
の
森
を
渡
る
堀
々
の
颪
苣
新
聞
雑
誌
山
発
行
に
は
三
号
止
り
と

作
を
進
め
た
農
夫
の
刻
苦
の
姿
．
玄
洋
に
も
大
社
に
つ
な
が
る
幽
遠
の
祖
先
の
い
う
言
葉
が
あ
る
。
事
実
世
間
に
は
こ

’
「
宗
像
」
発
刊
を
祝
す

高

橋

盛

平

像
一
を
育
て
て
、
意
義
あ
る
尊
い
使
命

を
達
成
す
る
の
は
、
同
時
に
会
員
諸
氏

の
つ
と
め
で
も
あ
る
と
存
じ
ま
す
の
で

何
卒
將
来
長
く
皆
様
の
御
協
力
を
仰
ぎ

た
い
と
思
い
ま
す
。

尚
、
本
紙
の
皆
様
が
夫
々
仰
言
っ
て

お
ら
れ
る
ご
と
く
、
現
在
の
急
務
は
次

Ｐ
ｕ
畑

㎡
』
８
画
蝿

~ ~

代
の
国
琴
郷
士
を
も
り
立
て
る
た
め
の

人
材
養
成
に
あ
り
ま
す
。
物
の
根
本
は

「
人
」
に
あ
り
ま
す
。
神
郡
宗
嫁
の
伝

統
に
立
脚
し
た
思
想
を
し
っ
か
り
と
持

っ
て
、
何
と
か
し
て
郷
士
を
発
展
さ
せ

よ
う
と
い
う
人
材
を
求
む
る
や
切
な
る

も
の
が
あ
り
ま
す
。
「
宗
像
」
の
発
刊

の
目
的
は
、
単
な
る
グ
ル
ー
プ
の
会
報

で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

折
角
、
宗
塚
会
員
並
び
に
心
あ
る
方
々

の
応
援
を
お
願
い
し
て
、
蕪
辞
な
が
ら

私
の
御
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。
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年
頭
の
こ
と
ば

宗

像

高

等

学

校

長

渡

辺

要

「
宗
像
』
の
復
活
を
お
祝
申
し
ま
す
。

私
も
当
地
に
奉
職
来
一
一
度
目
の
新
年
を

迎
え
る
事
と
な
り
ま
し
た
が
、
此
の
間

に
於
け
る
地
元
各
位
を
初
め
、
同
窓
諸

氏
父
兄
の
方
々
の
御
援
助
に
よ
り
、
宗

墜
局
核
の
善
々
の
発
展
を
見
て
、
誠
に

吾
身
の
め
ぐ
ま
れ
て
い
る
宗
像
地
区
の

方
々
の
教
育
に
対
す
る
理
解
ど
熱
意
に

深
い
感
鋸
を
う
け
ま
し
た
が
、
同
時
に

斯
る
地
に
育
つ
子
弟
を
あ
づ
か
ろ
私
壼

の
責
任
の
重
大
さ
を
痛
感
せ
ず
に
は
居

ら
れ
ま
せ
ん
。
毎
年
五
百
に
近
い
奉
業

生
を
夫
々
大
学
或
は
実
社
会
に
送
り
出

す
の
で
す
が
、
之
等
の
人
々
に
必
要
な

る
知
技
体
を
備
え
さ
せ
れ
は
な
ら
ぬ
事

は
当
然
で
あ
り
、
全
職
員
絶
え
ず
努
力

研
究
を
重
ね
て
居
り
ま
す
。
然
し
こ
の

知
技
体
を
備
え
る
個
人
を
如
何
な
る
型

の
人
間
に
育
つ
べ
き
か
は
更
に
大
き
な

閤
題
で
あ
ろ
う
と
考
え
ま
す
。

正
方
体
は
端
正
で
は
あ
る
が
胄
己
活
動

が
出
来
な
い
。
球
体
は
円
満
で
は
あ
る

が
自
己
の
保
持
力
が
之
し
く
他
力
に
奔

弄
さ
れ
る
。
活
動
力
も
あ
り
自
己
保
持

お
兼
ね
る
に
適
当
な
型
は
卵
形
こ
そ
望

ま
し
い
と
思
い
ま
す
。
何
れ
の
方
向
に

も
動
き
は
奇
る
が
絶
え
ず
重
心
を
自
己

の
中
に
持
つ
人
、
自
己
を
捨
て
ず
に
他

力
に
順
応
出
来
る
人
、
換
言
す
れ
ば
自

己
の
行
動
に
際
し
て
他
を
常
に
考
慮
に

入
れ
て
而
も
己
を
保
持
す
る
人
、
こ
れ

が
真
の
知
識
人
（
イ
ン
テ
リ
）
で
あ
り

斯
う
し
た
八
に
、
充
分
の
知
技
体
を
備

え
さ
せ
て
社
会
に
送
る
の
が
学
校
教
育

の
主
占
ど
考
え
て
、
こ
れ
を
目
指
し
て

居
り
ま
す
。

発
刊
の
お
祝
に
つ
ら
れ
て
、
妄
言
を
つ

ら
ね
さ
せ
て
頂
き
恐
縮
に
存
じ
ま
す
。
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れ
が
多
い
。
新
聞
や
機
関
誌
等
を
継
続

す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
な
什
事
で
、

三
号
止
り
は
一
概
に
笑
え
な
い
も
の
が

あ
る
。
編
集
者
も
何
代
か
変
っ
た
こ
と

で
あ
ろ
う
が
、
他
の
雑
誌
ご
違
っ
て
運

営
の
経
済
的
経
緯
に
は
さ
ほ
ど
困
難
な

事
情
は
な
か
っ
た
ろ
う
と
察
す
る
も
、

編
集
者
を
鞭
罐
し
て
よ
く
驚
異
の
業
績

を
残
し
た
も
の
は
各
界
に
活
動
す
る
先

輩
諸
氏
の
熱
意
で
あ
一
一
た
で
あ
ろ
う
。

そ
の
熱
意
と
協
力
は
郷
士
愛
よ
り
盛
り

上
っ
た
も
の
で
、
宗
嫁
誌
へ
の
親
し
み

そ
し
て
そ
の
刊
行
の
意
義
を
関
係
者
が

忘
れ
得
な
か
っ
た
為
奎
言
え
る
。

年

頭

に

祈

る

鎮

国

寺

住

職

立

部

瑞

祐

多
事
多
端
な
り
し
三
十
五
年
を
送
り

新
し
き
三
十
六
年
を
迎
え
る
に
当
り
、

内
外
を
問
わ
ず
今
年
こ
そ
真
に
輝
や
か

し
き
年
で
あ
ら
し
め
た
い
。

国
会
の
乱
闘
や
ハ
ガ
チ
ー
事
件
、
全
学

連
の
暴
徒
化
三
池
の
争
議
等
本
当
に
嘆

か
わ
し
い
出
来
事
の
数
々
で
あ
っ
た
。

こ
れ
等
の
誤
ち
を
み
そ
ぎ
抜
い
し
て
国

会
は
天
の
安
川
原
に
八
百
万
の
神
々
が

神
集
に
集
い
神
は
か
り
に
誰
ら
せ
ら
れ

た
如
く
、
国
民
の
代
表
者
達
郊
国
民
の

安

寧

と

幸

福

の

た

一

癖

鑪

驍

壼

相

心

一

評

》

》

》

》

》

産

随

ジ

年

禰

織

剥

新

意

鴎

鑪

へ

な

る

。

そ

の

為

に

は
先
ず
自
分
が
信
じ
ら
れ
る
人
に
な
ら

ね
ば
な
ら
ぬ
、
人
格
の
完
成
で
あ
る
。

龍
猛
菩
薩
の
菩
提
心
論
に
繧
聞
（
吾
誉

慾
）
利
養
（
己
人
主
義
的
な
利
益
）
資

生
の
具
（
生
活
師
資
）
に
執
善
せ
ず
・
・
・

・
ゞ
・
菩
提
を
求
め
て
余
果
を
求
め
じ
と
説

か
れ
て
い
る
。

職
業
の
如
何
を
問
わ
ず
人
格
の
向
上
は

必
須
な
問
題
で
あ
り
、
人
格
が
向
上
す

れ
ば
自
ず
か
ら
地
位
も
出
来
れ
ば
財
宝

も
集
っ
て
来
る
。
人
格
完
成
へ
の
方
法

と
し
て
、
三
密
（
舅
口
意
）
行
が
あ
る

身
は
働
で
あ
り
一
挙
手
一
投
足
悉
く

神
の
働
き
で
あ
り
仏
の
活
動
に
連
り
、

口
は
言
葉
で
一
言
吐
い
て
も
世
の
中
を

明
る
く
し
人
の
お
だ
め
に
な
る
言
葉
が
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Ｆ
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宗

像

誌

の

明

治

年

代

発

行

の

三

一

冊

壱
披
い
て
み
て
、
銭
上
の
足
跡
が
読
み

取
ら
れ
る
。
郷
土
の
出
来
事
は
新
聞
紙

上
に
報
ず
ろ
事
件
は
稀
で
、
異
郷
の
宗

像
人
は
宗
塚
放
生
会
の
景
況
や
郷
士
の

知
人
の
消
息
に
興
味
を
感
じ
、
懐
し
さ

を
呼
び
起
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
更
に

故
郷
を
出
て
遊
学
す
る
者
が
宗
像
誌
に

よ
っ
て
頼
る
べ
き
先
輩
を
見
出
し
、
新

規
の
事
業
を
企
て
る
者
が
適
当
な
先
達

を
捜
し
得
た
こ
と
な
ど
も
窺
い
知
ら
れ

る

。今
や
地
元
育
志
の
要
望
も
あ
り
、
他

郷
の
先
篭
の
示
唆
も
あ
っ
て
、
先
代
宗

~ ~

で
、
神
の
み
心
の
如
く
清
く
高
く
叉
仏

の
慈
悲
に
似
た
心
こ
そ
意
密
で
あ
る
。

行
住
座
臥
こ
の
心
懸
が
あ
れ
ば
自
然
に

人
格
が
磨
か
れ
て
行
く
、
こ
う
し
た
人

達
の
蘂
う
社
会
に
こ
そ
始
め
て
真
の
平

和
ど
繁
栄
か
も
た
ら
さ
れ
て
来
る
の
で

あ
る
。
今
年
こ
そ
一
歩
前
進
を
心
に
蓋

い
年
頭
の
祈
り
と
し
た
い
。

宗

像

大

社

氏

子

副

会

長

立

石

昇

新
し
い
年
を
抑
え
る
と
私
た
ぢ
は
、

先
ず
神
社
に
参
拝
す
る
。
そ
し
て
清
ら

か
な
心
で
国
の
彌
宋
（
い
や
さ
か
）
と

家
族
の
幸
福
ぞ
祈
念
す
る
。
我
が
民
族

の
祖
先
を
奉
紀
す
る
神
社
に
対
す
《
敬

神
崇
祖
の
現
れ
で
あ
る
と
思
う
。

国
吻
彌
栄
を
祈
念
す
る
心
、
こ
れ
は

国
表
愛
す
る
心
で
あ
っ
て
、
自
ら
の
幸

福
を
願
う
心
と
一
致
す
る
。
国
が
栄
ゆ

れ
ば
民
栄
か
え
、
民
幸
あ
る
と
こ
ろ
国

も
亦
平
和
で
あ
る
。
日
本
民
族
は
一
連

托
生
の
共
存
社
会
を
構
成
し
て
い
る
こ

と
を
考
え
る
と
き
、
霧
国
心
の
涌
養
こ

そ
必
要
で
は
あ
る
ま
い
か
。

敗
戦
直
後
は
、
愛
国
心
が
否
定
さ
れ

た
時
代
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
民
主
々

義
の
嘔
歌
と
共
に
、
そ
の
飛
沫
は
、
極

端
な
る
利
己
主
義
、
排
他
的
な
行
動
と

な
っ
て
、
果
て
は
日
本
民
族
そ
の
も
の

強
存
在
さ
え
も
認
識
し
て
い
な
い
か
の

よ
う
な
世
相
を
現
出
す
る
に
及
ん
で
、

今
日
で
は
再
び
新
し
い
愛
国
心
論
議
が

交
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
私
は
こ
誤

で
そ
の
本
質
に
つ
い
て
考
え
て
見
た
い

愛
国
心
は
、
肉
親
に
対
す
る
情
愛
、

？
日
〃
Ｕ
伊
凸
や
。
〃
日
迅
い
・
わ
：
、
ｈ
ｅ
凸
■
。
、
″
〃
・
・
毛
・
』
″
″
ｇ
ｃ
Ｐ
ｐ
Ｆ
』
Ｇ
Ｅ
砥
・
口
旬
回
も
、
Ｕ
辱
・
・
●
白
、
〃
ｇ
・
■
・
■
国
ｐ
Ｈ
や
ロ
●
凸
ｑ
、
ｕ
■
寺
画
・
●
二
日
〃
〃
・
ロ
凸
云
Ｆ
画

像
誌
の
例
に
倣
っ
て
、
吾
が
宗
像
神
社
緒
を
宣
揚
す
る
こ
と
を
の
み
目
標
と
す

々
務
所
を
発
行
所
と
し
、
神
社
職
員
の
る
も
の
で
な
く
、
先
輩
め
綴
っ
た
先
代

担
当
に
よ
り
、
菫
一
世
宗
像
誌
を
産
み
宗
像
誌
の
精
神
を
受
け
継
い
で
郷
士
愛

出
す
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
最
初
か
と
互
助
の
意
義
を
生
命
と
し
て
ゆ
き
た

ら
先
代
の
様
な
纒
つ
た
立
派
な
も
の
は
い
。
奇
型
児
に
な
っ
た
岬
、
栄
養
失
調

無
理
な
事
情
も
あ
る
の
で
、
お
粗
末
で
に
陥
っ
た
り
、
或
蛙
一
歳
で
消
え
去
つ

は
あ
る
が
一
応
本
紙
の
如
き
姿
で
出
生
た
り
し
な
い
よ
う
に
、
大
方
の
大
い
な

し
、
各
位
の
玉
稿
を
ど
し
ｊ
、
寄
せ
て
る
郷
土
へ
の
蕊
情
で
鞭
娃
叱
正
老
賜
る

い
た
ざ
き
、
或
は
將
来
の
編
集
刊
行
等
よ
う
お
願
い
し
て
発
刊
に
寄
せ
る
言
葉

に
就
い
て
の
ご
意
見
を
求
め
て
、
運
営
と
し
た
い
ｃ

に

対

す

る

基

礎

を

固

め

て

ゆ

く

一

段

階

宗

像

大

社

宮

司

に

す

る

心

算

で

あ

る

。

久

保

輝

雄

尚
附
言
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
こ

れ
は
宗
像
神
社
の
現
況
或
は
神
社
の
由

》
郵
恥
訓
嘩
轆
恥
唖
催
い
雨
部
鐸
所
》
銚
唖
蕊
岬
嘩
畢
》
》
鋤
》
》
》
崎
》
岬

情
で
あ
る
が
、
事
に
の
ぞ
ん
で
ハ
ッ
キ
も
、
偶
然
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
で
は

り
と
姿
を
現
わ
し
て
来
る
も
の
で
あ
る
あ
り
ま
せ
ん
か
。

■

例
え
ば
国
際
競
技
の
場
合
な
ど
、
平
常
③
玄
海
の
中
津
宮
に
詣
で
来
て

新
年
随
想

~

に
見
え
る
人
々
ま
で
熱
狂
す
る
如
き
で

あ
る
。
こ
う
し
た
感
情
は
、
そ
れ
自
体

と
し
て
善
で
も
悪
で
も
な
い
。
問
題
は

そ
の
指
向
す
る
内
容
に
あ
る
。
私
ど
も

は
国
の
進
む
べ
き
正
し
い
方
向
を
見
極

め
愛
国
心
を
善
用
す
る
こ
と
こ
そ
必
要

で
あ
ろ
う
。

今
年
は
丑
の
歳
で
あ
る
。
牛
の
如
く

強
く
暹
ま
し
く
、
而
も
物
言
わ
ぬ
が
何

か
深
い
思
慮
を
内
に
蔵
す
る
が
如
く
、

一
歩
一
歩
善
実
な
地
歩
亭
国
際
社
会
に

歩
み
出
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

宗

像

だ

よ

り

宗

像

大

社

氏

子

会

長

麦

野

時

雄

⑪
玄
海
国
定
公
園
の
指
定
を

顧

み

て

昭
和
二
十
八
年
四
月
三
十
日
に
は
、
厚

生
省
内
国
立
公
菌
協
会
理
事
長
田
村
剛

博
士
が
宗
像
地
区
の
現
地
調
査
に
御
出

に
な
り
、
そ
の
前
後
に
は
、
国
立
公
園

設
定
上
の
権
威
者
、
本
田
正
次
、
三
浦

八
郎
、
吉
坂
俊
蔵
、
下
村
海
南
等
の
各

名
士
の
来
訪
の
未
、
同
年
七
月
に
は
、

西
は
佐
賀
県
伊
万
里
湾
か
ら
、
東
は
本

県
若
松
市
脇
田
ま
で
の
一
連
の
海
岸
美

が
玄
海
国
定
公
園
と
し
て
の
法
的
認
痒

を
受
け
た
訳
で
あ
り
ま
す
。

②
教
育
の
最
適
地
「
宗
像
』

を
な
つ
か
し
み
て

今
か
ら
あ
し
か
け
七
年
前
の
こ
と
県
立

水
産
高
等
学
校
の
設
立
に
当
り
、
県
下

十
二
カ
所
の
候
補
地
が
、
い
ず
れ
も
誘

致
運
動
に
騨
起
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が

結
局
宗
像
郡
津
屋
崎
に
決
定
し
た
の
は

神
都
宗
像
の
地
は
教
一
周
場
所
と
し
て

最
良
の
適
地
で
あ
る
と
Ｊ
見
方
が
圧
倒

狩
り
弓
当
り
つ
こ
閃
ハ
ノ
二
郎
上
士
。
。
一
生
、
「
ノ
マ
マ

bや

nF

Ｅ
〆
月
可
写
班
長
色
震
壱
霊
長
さ
ん
が
と
三
輪
車
に
わ
ら
莚
春

敷
い
て
乗
っ
て

非
公
式
で
宗
像
神
社
に
参
拝
さ
れ
た
の
頂
い
た
と
こ
ろ
、
大
変
な
上
機
嫌
で
『

が
、
昭
和
三
十
二
年
八
月
士
一
百
で
、
こ
れ
は
ま
た
結
構
な
乗
物
よ
』
と
面
白

魅
誰
詫
竈
罐
竈
岬
譜
一
》
ら
評
率
澤
謹
澤
澤
恥

玄

海

町

議

会

議

長

田

中

秀

夫

玄
海
町
議
会
副
議
長
大
森
清
八
郎

宗

像

町

議

会

議

長

森

田

喜

三

宗

像

町

議

会

副

議

長

山

本

国

雄

福
間
町
議
会
議
長
広
渡
作
五
郎

福

間

剛

議

会

副

議

長

上

田

千

吉

津

屋

崎

町

議

会

議

長

室

津

良

教

津

屋

崎

町

議

会

副

讓

昼

新

海

吉

平

大

島

村

議

会

議

長

山

口

節

郎

大

島

村

議

会

副

議

長

里

口

新

一

吉
武
農
業
協
同
組
合
長

理

事

高

山

徳

七

郎

赤
間
農
業
協
同
組
合
長

理

事

田

中

国

蔵

河
東
農
業
協
同
組
合
長

理

事

滝

口

定

雄

南
郷
農
業
協
同
組
合
長

理

事

内

山

達

城

東
郷
農
業
協
同
組
合
長

理

事

吉

武

久

兵

衛

神
興
農
業
協
同
組
合
長

理

事

小

田

岩

実

上
西
郷
農
業
協
同
組
合
長

理

事

岩

熊

龍

一

福
間
農
業
協
同
組
合
長

理

事

井

原

義

一

津
屋
崎
農
業
協
同
組
合
長

理

事

上

妻

義

雄

勝
浦
農
業
協
同
組
合
長

理

事

花

田

武

雄

田
島
農
業
協
同
組
合
長

理

事

大

森

義

壮

池
野
農
業
協
同
組
合
長

理

事

占

部

政

喜

岬
農
業
協
同
組
合
長

理

事

入

江

照

神
湊
農
業
協
同
組
合
長

理

事

辻

野

伝

蔵

大
島
農
業
協
同
組
合
長

理

事

山

口

節

郎

玄
海
町
町
長

宗
像
町
町
長

福
間
町
町
長

津

屋

崎

町

町

長

永

島

計

七

大

島

村

村

長

大

島

俊

基

謹

賀

新

年

井高高

橋

盛

平

山

勉

原

元

彦

￥

~~

上

面

郷

些

校

校

長

入

江

直

美

福

間

小

学

校

校

長

立

花

直

之

勝

浦

小

学

校

校

長

黒

石

雅

資

田
島
小
学
校
校
長
川
崎
恒
二
郎

池

野

小

学

校

校

長

松

尾

稔

岬

小

学

校

校

長

日

並

文

夫

神

湊

小

学

校

校

長

中

野

貞

治

津

屋

崎

撃

校

校

長

俵

秀

則

大

島

小

学

校

校

長

赤

星

安

雄

地

島

小

学

校

校

長

加

藤

武

夫

士

両

武

小

学

校

校

長

野

田

正

人

赤

間

小

学

校

校

長

石

松

繁

河

東

小

学

校

学

長

古

賀

芳

人

南
郷
小
学
校
校
長

東
郷
小
学
校
校
長

神
興
小
学
校
校
長

東

京

宗

像

会

出

光

佐

出

光

万

兵

石

松

正

倉

田

主

安

永

渡

中
央
中
学
校
校
長

城
山
中
学
校
校
長

玄
海
中
学
校
校
長

津
屋
崎
中
学
校
校
長

福
間
中
学
校
校
長

大
島
中
学
校
校
長

宗
像
島
等
学
校
長

水
産
高
等
学
校
長

央
中
学
校
校
長

八

幡

宗

像

会

長

安

永

渡

平

副

会

長

山

路

虎

夫

〃

占

部

真

太

郎

幹

事

安

部

兵

次

〃

大

和

藤

三

郎

〃

占

部

操

兼

会

計

中

村

泰

蔵

岡

田

守

夫

田

中

学

校

校

長

上

妻

卒

患

中

学

校

校

長

永

浜

富

夫

屋

崎

中

学

校

校

長

江

口

航

三

間
中
学
校
校
長
吉
田
富
士
樹

島

中

学

校

校

長

桑

野

恵

詠
二
首
を
左
に
、

玄
海
の
波
静
か
な
り
見
は
る
か
す
神

の
御
影
を
仰
ぐ
か
し
こ
さ

玄
海
の
中
津
の
宮
に
詣
で
来
て
は
る

か
に
仰
ぐ
沖
の
神
島

早

川

一

雄

大

久

保

繁

隆

城

野

伝

渡

辺

田

畑

|勇
次要平税鉄衛三
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日

本

精

神

を

発

揮
し
た
る
明
治

時

代

私

は

青

年

に

呼

び

か

く

る

。

政

治

家

を
あ
て
に
す
る
な
、
教
育
に
迷
わ
さ
れ

る
な
、
そ
し
て
祖
先
の
血
の
さ
さ
や
き

を

聞

き

、

自

ら

を

、

’

し

た

よ

っ

て

言

語

界

ル

ｖ

１

を

引

き

ず

れ

、

こ

帰

三

の

覚

僑

壱

以

て

“

ら

を

鍜

錬

し

、

修

に

佐

需

詳

託

葎

神

雌

一

撫

識

明

治

時

代

は

日

鵬

幸

礁

雛

偉

大

な

力

を

発

揮

、
ｖ
ｌ
成
的
に
爆
発
し
た
時

明

鋤

麗

蓬

》

、

復

持

し

て

、

畠

交

よ

社

雀

膿

し

垣

山

手

鴨

し

た

時

代

で

あ

子

↑

る

。

心

身

牟

擢

錬

年

講

忌

蕊

圭

同

の

基

礎

を

堅

め

、

社

会

国

家

の

た

め

己

れ

を

忘

れ

て

一

致
団
結
し
、
人
間
の
偉
大
な
る
力
牟
発

揮
し
た
時
代
で
あ
る
。
そ
し
て
総
ゆ
る

場
面
に
於
て
の
挙
国
一
致
の
姿
を
顕
わ

し
て
世
界
を
驚
か
し
た
時
代
で
あ
る
。

名
も
な
き
東
洋
の
一
孤
島
、
漆
小
国
ジ

、
１
‘
・
・
・
・
．
』
：
・
・
・
Ｉ
・
・
雪
。
．
’
・
管
・
・
・
１
．
曾
・
ノ
・
・
：

一
宗
像
大
社
正
日

〉

）

大

被

式

三

十

一

日

午

後

五

時

へ

除

夜

祭

〃

午

後

六

時

》
地
主
祭
元
日
一
缶
別
三
一
時

》

ご

兀

旦

祭

伊

午

前

四

時

へ

『
国
家
隆
昌
交
通
安
全
祈
願
祭

元

旦

午

前

九

時

）

）
文
化
振
興
交
通
安
全
祈
願
祭

二

日

午

前

九

時

へ
》

〈
産
業
繁
栄
交
通
安
全
祈
蒲
祭

）

三

日

午

前

九

時

ザ
■
■
〃
：
つ
ゃ
・
〃
日
日
凸
■
ｑ
Ｄ
白
Ｂ
ｎ
Ｕ
ｑ
ｏ
。
・
、
■
″
年
・
●
凸
〃
グ
Ⅱ
・
・
・
毎
ｔ
■
、
ざ
・
ロ

』
。
。
。
。
■
、
■
〃
．
。
。
。
。
〃
″
■
・
・
・
・
１
，
画
”
今
。
。
、
１
．
．
．
．
Ｊ
目
ワ
ロ
ロ

〃
Ｉ
い
・
・
・
１
２
．
。
。
。
■
■
″
勺
・
・
・
〃
！
。
”
・
’
巳
や
ロ
ロ
“
・
一
、
１
．
．
．
．
１
〃
Ｕ
・
・
・
・
』
″
Ｉ
Ｐ
ｐ
ｑ
６
、
・
・
・
。
、
″
・
”
。
。
Ｄ
ノ
Ｕ
・
・
．
・
皇
Ｉ
、
。
。
ｅ
・
争

す

。

最

近

参

拝

者

が

激

増

致

‐

）

て

へ

宗
像
大
社
正
月
行
事
御
案
内
屠
り
ま
す
事
は
御
神
徳
の
益
々
癖
》

ん

に

あ

ら

せ

ら

れ

る

こ

と

と

嬉

び

》

被

式

三

十

一

日

午

後

五

時

交

通

安

全

祈

願

祭

に

堪

え

ま

せ

ん

月

参

り

を

し

て

お

）

ら

れ

る

方

は

多

数

あ

り

、

こ

れ

も

一

夜

祭

〃

午

後

六

時

自

四

日

至

十

日

九

時

月

々

増

加

し

て

お

り

ま

す

叉

、

最

罪

主
祭
元
旦
壬
別
三
時
恵
比
須
祭
十
日
午
前
九
時
近
意
を
強
う
す
る
こ
と
は
、
二
十
一

才

台

の

青

年

層

に

よ

る

交

通

安

全

一

旦

祭

が

午

前

四

時

献

米

奉

告

祭

及

鏡

餅

開

十

三

日

午

前

十

一

時

よ

り

祈

順

の

多

い

こ

と

で

あ

り

ま

す

。

）

「

奉

助

天

孫

而

、

為

天

孫

所

祭

一

Ｊ

家

隆

昌

交

通

安

全

祈

願

祭

成

人

祭

十

五

日

午

前

九

時

の

御

神

勅

に

み

ら

れ

る

御

神

徳

が

（

元

旦

午

前

九

時

月

次

祭

十

五

日

午

前

九

時

鋤

建

却

詳

細

唾

隼

睡

も

牽

唖

部

幅

一

化

振

興

交

通

安

全

祈

願

祭

二
日
午
前
九
時
よ
率
舞
雪
、
一
認
鑑
睾
や
》
繰
鐸
》
鐸
》
辨
綱
謡
藷

業
繁
栄
交
通
安
全
祈
蒲
祭
願
、
商
売
繁
昌
、
厄
除
祈
願
其
他
の
諸
申
上
げ
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
一

三

日

午

前

九

時

祈

願

を

昼

佼

の

別

な

く

斎

行

い

た

し

き

．
つ
ゃ
・
″
■
Ｌ
■
■
■
：
■
ｎ
Ｈ
ｑ
ｏ
Ｄ
・
も
■
″
年
・
●
凸
〃
グ
Ⅱ
・
・
・
毎
ｔ
■
、
ざ
・
急
、
も
り
。
。
●
も
０
〃
〃
・
●
・
写
″
Ｉ
も
●
・
や
占
可
心
、
●
●
：
ｕ
Ｉ
″
色
も
凸
■
″
日
。
■
■
。
β
巳
、
。
。
ｂ
・
ｃ
ｎ
Ｄ
・
冒
兎
■
″
・
口
。
・
Ｆ
４
Ｂ
・
与
・
Ⅱ
、
：
●
・
ロ
、
Ⅱ
〃
・
ｏ
ｐ
Ｑ
ｆ
。

″
■
込
酔
・
Ｑ
Ｃ
１
ｎ
ｐ
■
●
・
ロ
且
■
″
寺
毎
。
ロ
〃
１
つ
や
・
雰
日
巳
や
。
■
凸
。
、
■
〃
●
の
。
●
ロ
Ｂ
ｒ

鄙
嘩
悪
霊
蓉
睡
鰈
窯
二

こ
の
偉
大
な
る
時
代
を
作
っ
た
偉
大
な
》

る
力
は
、
数
千
年
来
の
精
神
交
明
の
カ
ー

で
あ
る
。

当
時
の
麦
那
、
清
国
は
人
口
三
面
を
竃

有
す
る
世
界
の
強
国
で
あ
り
、
陸
海
の
二

大
軍
を
以
っ
て
東
洋
存
威
圧
し
た
。
そ
［

の
兵
力
を
以
て
朝
鮮
に
侵
入
し
、
將
に
』

壱
岐
、
対
馬
を
飛
石
伝
い
に
九
州
は
題
一

さ
れ
ん
と
し
た
。
日
本
国
民
が
対
外
的
（

に
国
を
挙
げ
て
一
致
悶
結
し
た
の
は
こ

れ
が
第
一
で
あ
る
。
鎮
遠
、
庁
遠
の
八

千
屯
麺
銅
銭
職
闘
艦
を
中
心
と
す
る
清

国
の
大
艤
隊
に
向
っ
て
、
千
数
百
屯
の

巡
洋
艦
を
中
心
と
す
る
弱
小
の
艦
隊
を

以
っ
て
、
樺
山
大
將
は
千
数
百
屯
の
商

船
西
京
丸
に
乗
り
て
身
を
捨
て
て
全
將

兵
を
皷
舞
激
励
し
、
そ
の
挙
国
一
致
は
一

易
々
と
し
て
黄
海
海
職
の
大
勝
と
な
』

り
、
陣
軍
叉
よ
く
外
題
を
朝
鮮
半
島
よ
一

り
駆
逐
し
て
国
土
防
砺
の
責
を
果
し
た

の
で
あ
る
。

塵
内
亜
、
独
乙
、
仏
蘭
西
の
三
国
千
一

渉
は
起
っ
た
。
而
も
腿
西
亜
は
世
界
最

大
の
陸
軍
国
と
し
て
威
圧
を
加
え
た
。
（

国
民
は
血
涙
を
呑
ん
で
泣
き
寝
入
り
す
↓

る
の
趾
む
な
き
痛
恨
事
で
あ
る
。
一
二
国
士

干
渉
、
遼
東
半
島
還
付
、
臥
薪
嘗
胆
十
一

年
と
い
う
言
葉
を
国
民
は
肝
に
銘
じ
た
世

の
で
あ
る
。
然
る
に
何
事
ぞ
、
我
等
が
｝

占
領
し
た
遼
頚
半
島
堯
清
国
に
還
付
せ
‐

し
め
た
露
国
は
満
洲
に
入
り
、
旅
順
、
一

大
連
を
手
に
入
れ
、
更
に
濡
国
に
代
り

て
朝
鮮
南
下
の
態
勢
老
取
っ
て
我
が
国

民
を
驚
か
し
た
。
喰
わ
れ
る
か
、
戦
う

か
の
ド
タ
ン
場
に
追
い
込
ま
れ
た
ろ
国

民
は
反
極
し
た
。
意
気
軒
昂
と
し
て
挙

国
一
致
の
熊
勢
は
理
想
的
で
あ
っ
た
。

全
国
民
身
命
を
賭
し
て
の
防
緬
の
戦
い

奨
学
金
制
度
に
つ
い

て

お

願

い

宗
像
神
社
で
は
神
社
役
員
会
の
協

議
に
よ
り
、
皇
太
子
殿
Ｆ
御
成
婚
の
記

念
事
業
と
し
て
、
去
年
の
春
奨
学
金
制

度
を
設
け
て
、
既
に
実
施
中
で
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
神
社
の
社
会
性
に
鑑
み
、

郡
内
か
ら
一
人
で
も
多
く
の
俊
秀
を
音

成
し
て
、
將
来
国
家
郷
士
の
為
有
為
の

士
た
ら
し
め
ん
と
す
る
童
凶
に
よ
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。
唯
今
種
々
と
熱
意
あ

る
協
賛
の
浄
財
が
各
方
面
か
ら
寄
せ
ら

れ
て
い
ま
す
が
、
ま
だ
所
期
の
月
漂
額

達
成
に
至
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

此
の
欄
を
か
り
て
心
あ
る
方
々
の
御
協

力
と
掴
後
援
を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ

り
ま
す
。
左
に
現
在
給
付
者
を
列
記
い

た
し
ま
す
。

宗

高

自

原

信

也

（

大

島

）

福

商

高

室

永

勝

（

澤

屋

函

）

宗

高

梅

谷

道

明

（

癌

間

）

同

高

祷

哲

瑞

（

玄

海

）

同

真

田

利

喜

美

（

城

山

）

一

同

松

井

尚

子

（

中

央

）

で
あ
る
。
こ
の
偉
大
な
る
団
結
の
力
は

世
界
各
国
の
予
想
を
裏
切
っ
て
あ
の
大

勝
と
な
り
、
世
界
一
の
睦
軍
を
破
り
、

こ
ゞ
に
初
め
て
、
日
本
は
国
士
の
髪
泰

を
見
る
こ
と
に
な
り
、
国
体
の
尊
厳
が

世
界
に
知
ら

れ
、
明
治
大
帝
の
名
が
世

界
に
湧
き
起
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
国

民
的
精
神
は
欧
米
の
最
新
文
化
を
吸
收

す
る
の
に
為
偉
大
な
力
を
発
揮
し
た
。

僅
々
五
十
年
に
し
て
世
界
五
大
産
挙
国

の
一
つ
に
列
す
る
に
華

つ
だ
。

昭

鈍

・

５

．

”

口

演

抜

梓

竹
間
、
嶺
、
偉
伯
、
宗
像
各
歴
代
宮
司

に
副
継
か
れ
現
久
保
宮
司
に
季
り
昭
和

一
二
十
五
隼
春
に
よ
る
や
く
神
社
木
庁
を

経
由
し
て
宮
内
庁
に
上
申
書
が
裸
出
さ

れ
御
加
列
の
御
裁
決
を
待
っ
て
い
る
現

況
で
あ
る
。
こ
れ
に
と
も
な
い
勅
察
社

と
し
て
の
風
格
あ
る
社
と
し
て
露
備
す

べ
き
事
業
が
Ⅲ
種
さ
れ
て
い
る
。
前
年

神
社
建
築
界
の
権
威
者
土
懇
談
の
機

奏
得
て
復
興
計
画
に
つ
い
て
色
々
お

高
見
孝
拝
聴
し
た
が
そ
れ
に
よ
れ
ば
辺

津
宮
の
総
社
で
は
楼
門
外
拝
殿
姻
廊
の

新
築
は
当
然
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

同
時
に
勅
使
殿
の
新
築
等
が
あ
り
、

こ
れ
に
並
行
し
て
社
務
所
の
遮
替
叉
は

心
字
池
小
手
入
れ
も
あ
り
、
激
増
す
る

塞
拝
団
体
を
受
入
れ
州
来
る
休
憩
所
手

水
舎
の
建
築
等
の
こ
と
が
あ
る
。
叉
一

つ
は
青
少
年
を
善
導
す
る
意
味
で
武
徳

殿
い
建
築
も
是
非
必
要
で
あ
る
。
復
興

計
画
と
関
連
し
て
、
大
島
御
鎮
座
の

中
津
宮
で
は
近
接
の
山
林
畑
の
買
收

社
殿
の
修
理
、
外
拝
殿
、
收
蔵
庫
休
憩

所
社
務
所
の
増
築
等
が
あ
り
御
撤
神

社
に
は
参
龍
殿
石
鳥
居
の
蕪
設
等
が

必
要
で
あ
る
。
ま
た
中
津
宮
遥
拝

所

に

は

社

務

所

玉

垣
鳥
居
手
水
舎
休

憩
所
の
工
事
等
が
あ
る
。
沖
津
宮
に

は
神
殿
拝
殿
の
一
部
改
築
社
務
所
授
与

所
参
道
石
段
の
補
修
鳥
居
潔
斎
湯
等
の

諸
工
事
が
あ
る
。
以
上
の
工
事
の
他
に

早
急
に
善
手
せ
ね
ば
な
ら
な
い
事
業
と

し
て
は
宝
物
収
納
庫
（
改
称
宗
像

博
物
館
）
の
建
築
で
あ
る
。
去
る
三
十

四
年
に
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
沖

津
宮
砂
祭
紀
神
宝
約
一
万
数
十
点
が
あ

り
本
年
中
に
は
全
品
が
新
国
宝
に
な
る

と
閃
係
当
局
よ
り
太
皷
判
が
お
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
ほ
か
重
要
交
化
財

木

造

狛

犬
一
対
同
じ
く
石
造
汕
犬
一
対
が
あ
る

木
造
の
狛
犬
は
鎌
倉
時
代
の
作
と
伝

え
ら
れ
石
造
洲
犬
は
背
面
に
建
仁
元
年

、
銘
が
き
ざ
ま
れ
て
い
ろ
。
其
の
他
の

神
宝
を
一
ケ
所
に
轄
納
し
て
火
災
盗
難

の
防
止
と
文
化
財
の
永
久
保
存
を
目
的

と
し
叉
は
郡
内
に
敵
還
し
て
い
る
文
化

財
を
も
一
ケ
所
に
蘂
收
レ
郡
内
の
文
化

財
を
一
目
で
拝
餓
で
き
る
よ
う
に
な
れ

ば
博
物
館
と
し
て
の
活
用
が
充
分
に
生

き
て
き
て
神
郡
宗
像
と
し
て
の
風
格
も

一
段
と
そ
な
わ
の
拝
憩
者
の
儒
宜
為
最

適
と
な
る
の
で
、
郡
内
の
有
志
は
一
丸

と
な
っ
て
雲
現
さ
れ
る
こ
と
に
賛
意
を

~~

宗
像
神
社
の
復
興
計
画
に
つ
い
て

宗
像
大
社
勅
祭
御
加
列
の
こ
と
表
し
て
い
る
。
復
興
計
両
の
一
端
と
し

に
つ
い
て
は
昭
和
初
年
蔀
幡
機
宮
司
時
て
昭
和
二
十
七
年
に
宗
像
神
社
復
興
期

代
よ
い
始
ま
り
哉
櫟
本
宮
司
現
存
の
成
会
の
御
厚
意
で
神
離
磐
境
の
祭

城

主

卉

飢

り

弓

ま

九

と

国

り

こ

下

司

が
往
古
執
り
行
は
れ
た
通
り
に
下
高

氏

子

会

か

ら

最
近
に
な
っ
て
世
の
中
も
お
さ
ま
り

豊
年
が
続
く
と
と
も
に
、
宗
塚
の
御
社

頭
毛
年
々
往
年
の
賑
わ
い
に
立
ち
か
え

り
つ
つ
あ
る
か
の
ど
と
く
で
あ
る
。
信

仰
形
態
は
時
代
と
共
に
変
る
も
の
で
あ

る
が
、
宗
像
さ
ま
が
現
存
特
に
垂
通
安

全
の
主
宰
神
と
し
て
の
面
が
発
揚
せ
ら

れ
て
い
る
こ
と
も
結
構
な
こ
と
で
あ
り

ま
す
。
勿
論
、
わ
が
宗
嫁
さ
ま
は
単
な

る
交
通
安
全
の
守
り
神
で
は
な
い
け
れ

ど
も
、
時
代
の
最
先
端
を
行
く
乗
物
の

幸
宰
神
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
い

に
御
神
徳
の
黙
ら
し
め
る
と
こ
ろ
と
い

わ
ね
ば
な
り
ま
す
ま
い
。

話
が
楢
道
に
外
れ
ま
し
た
が
、
最
近

氏
子
会
の
動
き
は
、
い
ま
申
し
ま
し
た

よ
う
な
御
社
頭
の
賑
わ
い
と
と
も
に
、

着
々
と
そ
の
体
勢
を
難
え
て
お
り
ま
す

内
的
に
は
祭
日
前
後
の
会
議
、
準
備
、

清
掃
等
に
力
を
尽
す
と
と
も
に
、
外
的

に
も
氏
子
会
の
研
究
課
題
と
し
て
、
櫛

田
神
社
の
三
日
え
び
す
祭
御
座
の
見
学

（
こ
れ
は
宗
鹸
神
社
の
古
式
祭
の
参
考

の
た
い
）
を
し
た
り
、
去
る
十
一
月
九

日
に
は
粕
屋
郡
志
賀
島
か
ら
来
ら
れ
た

志
賀
島
神
社
氏
子
会
五
十
九
名
を
お
宮

の
社
務
所
に
迎
え
て
の
交
歓
会
毒
催
し

た
り
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
陽
春
五

月
の
頃
、
宗
像
の
氏
子
会
が
志
賀
島
へ

大
挙
参
上
し
て
変
歓
会
尭
持
つ
約
束
を

す
る
と
い
弓
副
産
物
を
生
ん
で
お
り
、

氏
子
会
の
動
き
亀
漸
く
活
溌
化
し
て
来

て
い
る
現
状
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
地

元
に
い
る
わ
れ
わ
れ
氏
子
が
祖
先
伝
来

の
祭
事
に
奉
仕
は
し
て
い
る
も
の
の
、

そ
の
祭
事
そ
の
も
の
の
意
義
と
い
う
も

の
に
つ
い
て
は
、
大
方
気
が
つ
か
な
い

程
に
な
っ
て
い
る
の
に
鑑
み
、
去
る
十

二
月
十
五
日
の
古
式
祭
の
時
か
ら
、
祭

事
の
解
説
を
式
場
に
掲
示
す
る
よ
う
に

い
た
し
ま
し
た
婚
稽
古
照
今
と
い
う
こ

宮
の
復
一
元
が
ほ
と
と
さ
れ
現
在
で
は

雲
儀
琵
厳
修
し
て
お
り
、
漸
く
宗
像
祭

杷
の
本
義
に
添
い
つ
私
あ
り
叉
高
宮
周

辺
の
畑
、
買
收
及
東
参
道
の
驍
車
場
の

稚
備
乃
箙
門
の
民
有
地
表
買
收
す
る
事

等
や
去
る
廿
八
年
の
文
化
財
復
興
奉
賛

で
な
さ
れ
て
善
々
と
蕊
備
に
近
付
い
て

き
て
い
る
。
Ⅳ
前
宗
塚
の
機
関
誌
と
し

て
発
刊
さ
れ
て
い
た
も
の
が
水
年
中
絶

し
て
い
た
が
本
年
よ
り
そ
の
復
活
の
こ

こ
ろ
み
と
し
て
発
刊
さ
れ
る
に
際
し
郡

組
身
の
有
志
及
関
係
あ
る
諸
氏
に
神
社

の
復
睡
計
画
の
概
要
を
知
っ
て
頂
く
た

め
に
係
と
し
て
掲
識
致
し
ま
し
た
。

~
~~

授
与
所
の
窓
口
か
ら

受
付
に
は
い
ろ
ｊ
＼
な
人
が
見
え
ま

す
。
こ
の
間
も
苦
い
男
の
方
が
来
て
「

あ
の
う
、
御
祈
願
は
幾
ら
で
し
て
い
た

だ
け
ま
す
か
」
と
聞
き
ま
す
の
で
、
「

そ
れ
は
お
参
り
さ
れ
る
方
の
お
気
持
で

結
構
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
答
え
ま
し
た

「
困
っ
た
な
あ
、
普
通
は
ど
の
位
じ
ゃ

ろ
ね
」
そ
の
人
は
本
当
に
困
っ
て
い
る

よ
う
で
す
。
私
共
も
、
お
宮
の
き
ま
り

料
金
な
ど
と
い
う
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん

の
で
そ
れ
以
上
答
え
よ
う
が
あ
り
ま
せ

ん
。
あ
と
で
酒
司
さ
ん
に
お
聞
き
し
ま

し
た
ら
「
幾
ら
で
も
い
い
で
す
よ
、
ま

十
円
か
ら
十
万
円
の
問
ぐ
ら
い
じ
ゃ
ろ

ね
」
と
笑
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ

で
私
は
、
御
初
穂
料
と
い
う
も
の
は
や

は
り
真
剣
に
御
祈
願
す
る
気
持
の
上
か

ら
き
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思

い
ま
し
た
。

と
ば
が
あ
り
ま
す
。
現
在
も
脈
々
寺
生

き
続
け
て
い
る
宗
像
大
社
の
祭
事
に
つ

い
て
、
私
共
は
そ
の
由
来
と
意
義
を
今

更
に
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
故
に
月

々
の
祭
事
が
、
か
く
も
重
大
で
あ
る
か

と
い
う
意
識
を
改
め
た
い
も
の
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。

な
お
鍛
後
に
一
つ
。
新
春
を
期
し
て

氏
子
会
の
有
志
に
よ
び
か
け
て
、
お
伊

勢
参
宮
を
し
よ
う
。
そ
し
て
去
年
の
台

風
に
よ
る
神
域
の
御
損
害
復
旧
の
た
め

に
、
一
本
の
木
、
一
本
の
草
な
り
と
も

片
附
け
る
御
奉
仕
を
し
よ
う
で
は
な
い

か
、
と
い
う
提
案
が
起
っ
て
お
り
ま
す

私
共
と
し
て
毛
神
社
界
の
本
宗
と
仰
ぐ

お
伊
勢
さ
ま
に
参
宮
し
て
、
そ
の
上
で

氏
神
さ
ま
に
御
奉
什
す
る
気
持
を
新
た

に
す
る
と
い
う
こ
と
は
時
宜
を
得
た
も

の
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
た
だ
今
神

社
の
葦
津
瘤
禰
宜
の
手
許
で
訴
画
を
ま

と
め
て
お
り
ま
す
か
ら
、
御
希
望
の
向

き
は
御
照
会
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い

申
上
げ
ま
す
。 蕊誌蕊
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一
（
神
事
解
説
）
正
月
の
行
事
に
つ
い
て

正
月
に
迎
え
る
神
を
「
お
正
月
様
」

農
耕
生
活
、
と
い
っ
た
が
、
こ
の
場

と
云
う
。
農
村
で
、
ト
シ
ガ
ミ
サ
マ
、
合
は
そ
れ
だ
け
に
限
ら
ず
、
す
べ
て
の

オ
ト
シ
サ
マ
、
ワ
カ
ド
シ
サ
ン
、
ト
シ
生
産
業
者
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が

ジ
イ
サ
ン
、
ト
シ
ド
ン
、
ト
シ
ト
ク
サ
い
え
る
。

ン
、
ト
シ
ト
コ
サ
ン
、
サ
イ
ト
ク
ジ
ン
祭
壇
の
一
例
と
し
て
、
歳
神
棚
を
述

テ
ン
ジ
ン
サ
マ
、
タ
ク
セ
ン
サ
マ
、
さ
く
だ
が
、
こ
れ
は
先
述
の
門
松
が
本
来

て
は
ド
ー
ロ
ク
ジ
ン
（
道
祖
神
）
オ
コ
の
も
の
の
一
つ
で
、
こ
の
形
式
が
さ
ま

ｌ
シ
ン
サ
マ
等
に
至
る
迄
す
べ
了
屡
耕
人
ｌ
な
形
で
（
山
梨
の
カ
ド
カ
ザ
リ
、

神
と
さ
れ
、
お
正
月
様
で
あ
る
。

長
野
の
ホ
ン
ダ
リ
サ
マ
、
秋
田
の
カ
マ

正
月
を
祝
う
の
は
、
今
日
で
は
単
に

ク
ラ
、
岩
手
の
ナ
マ
コ
ヒ
キ
、
弘
前
の

年
の
始
め
を
祝
っ
て
一
年
中
、
福
徳
を
カ
パ
カ
バ
、
福
岡
の
イ
／
コ
ト
ー
シ

祈
る
事
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
元
来
は
ト
ー
シ
等
の
子
供
の
行
事
に
至
る
ま
で

一
正
月
さ
ん
、
ど
こ
ま
で
と
う
ざ
っ
た
）
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
の
マ

」
と
各
地
の
童
歌
に
歌
わ
れ
る
よ
う
に
ツ
ム
カ
エ
の
材
料
等
が
小
正
月
の
十
五

我
々
人
間
側
の
幸
福
を
祈
る
為
ば
か
り
日
に
火
祭
り
の
形
式
で
焼
か
れ
る
所
毛

で
は
な
く
、
歳
神
を
招
い
て
こ
れ
を
饗
多
い
。
北
陸
の
サ
ン
ギ
チ
ョ
ウ
、
サ
イ

え
和
め
て
、
一
年
中
の
幸
福
を
糞
う
の

ト
ヤ
キ
、
小
倉
市
の
ド
ン
ダ
ラ
ヤ
キ
、

が
そ
の
始
ま
り
の
意
味
で
あ
る
。
秋
田
の
ワ
カ
ピ
、
常
睦
の
ワ
ア
ホ
イ
な

今
日
で
は
シ
ョ
ー
ガ
ツ
サ
ン
の
恋
り
ど
は
こ
れ
に
当
り
、
何
れ
弱
火
祭
を
し

ま
し
は
門
松
の
形
式
で
全
国
に
普
及
し
て
神
を
迎
え
る
行
事
で
あ
る
。

て
い
る
が
、
農
家
な
ど
で
神
棚
左
併
用
正
月
迎
え
を
し
て
、
正
月
様
に
も
年

し
、
叉
は
そ
れ
と
は
別
に
床
の
間
な
ど
を
と
っ
て
貰
い
、
一
年
中
の
祈
り
を
こ

に
神
名
（
氏
神
や
歳
徳
神
）
の
軸
牟
掛
め
て
、
さ
て
春
の
シ
ゴ
ト
ハ
ジ
メ
が
行

け
、
マ
ユ
ダ
マ
や
シ
メ
カ
ザ
リ
を
し
て
わ
れ
る
。
漁
挙
者
に
は
ノ
リ
ゾ
メ
、
う

そ
の
前
に
士
一
カ
月
を
意
味
す
る
士
一
ナ
イ
ワ
イ
等
が
あ
る
。
何
れ
も
生
業
の

筒
の
御
飯
や
叉
は
餅
、
そ
の
他
極
々
の
用
具
を
用
い
て
、
生
業
の
神
々
を
お
祭

い
わ
れ
の
あ
る
食
物
を
供
え
る
風
習
が
り
す
る
意
味
が
あ
る
。

あ
る
。
右
は
概
し
て
古
い
形
式
の
よ
う
現
在
は
ハ
ツ
ニ
の
風
習
が
縁
起
祝
い

で
あ
り
、
供
え
物
の
数
℃
種
類
は
各
地
の
形
で
今
国
的
に
盛
ん
で
あ
る
。

方
に
よ
っ
て
特
色
の
あ
る
も
の
が
多
い
由
来
、
祭
り
は
祭
り
そ
の
も
の
が
生

現
在
は
こ
れ
ら
が
各
地
の
氏
神
様
を
戒
発
展
し
て
多
岐
に
わ
た
っ
た
も
の
で

中
心
と
し
て
行
わ
れ
て
お
り
、
祖
先
を
あ
る
。
民
族
紙
民
族
の
神
々
と
共
に
和

祭
り
、
祖
先
神
に
祈
る
共
同
の
祭
り
は
楽
し
て
、
飽
く
ま
で
も
尾
族
生
活
と
い

実
に
祖
霊
信
仰
に
あ
っ
た
も
の
が
多
い
う
至
高
の
目
的
を
達
せ
ん
が
た
め
の
伝

と
い
え
よ
う
。
か
く
て
我
々
と
生
活
体
統
は
、
国
家
民
族
の
発
展
に
つ
な
が
る

験
を
同
じ
く
す
る
相
亜
を
お
迎
え
し
て

も
の
と
し
て
、
大
切
に
さ
れ
な
け
れ
ば

そ
の
導
き
と
御
加
護
を
頂
こ
う
と
い
う

な
ら
な
い
。

祈
り
が
重
視
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

七
月
一
日
国
銭
門
司
駅
、
戸
畑
駅
、

黒
崎
駅
名
駅
長
斜
数
十
名
参
拝

七
月
六
日
石
清
水
八
幡
宮
田
中
宮
司

外
職
員
数
詫
来
社
特
別
参
拝

七
月
士
一
百
福
間
県
商
等
学
稼
国
漢

部
《
蕊
私
論
約
七
○
名
来
社

七
月
十
六
日
州
光
興
産
九
州
麦
店
新

旧
支
店
長
転
任
捧
拶
の
為
来
社

七
月
十
七
日
北
九
州
史
跡
客
尋
ね
る

会
々
員
二
戸
名
参
拝

七
月
二
士
百
角
南
隆
氏
来
社
神
戸

禰
宜
大
島
中
津
宮
へ
宰
内

七
月
二
十
五
日
神
社
本
庁
聞
田
調
査

部
踵
宗
像
摂
末
祉
跡
調
査
の
為
来
社
、

七
月
一
千
六
日
宗
像
大
社
々
務
所
に

て
神
社
庁
宗
塚
支
部
会
開
催
、
其
後
神

社
本
庁
間
田
部
長
識
演
会
開
催

七
月
二
十
七
日
神
社
本
庁
岡
田
部
長

久
保
宮
司
神
戸
禰
宜
、
葦
津
潅
禰
宜
、

旧
神
領
宗
臓
末
社
跡
調
査

七
月
三
十
一
日
夏
季
大
祭
準
備
の
為

地
元
総
代
全
員
奉
仕
、
午
後
気
時
夏
越

祭
斎
行
、
同
夜
当
社
主
催
眠
画
の
夕
べ

を
境
内
で
閉
催

八
月
一
日
顛
季
大
祭
、
高
宮
祭
午
前

七
時
半
、
総
社
午
前
十
時
、
彼
保
宮
司

以
下
全
聴
員
奉
仕

八
且
一
百
神
社
本
庁
竹
烏
事
務
副
総

長
、
本
庁
専
務
打
合
せ
の
為
来
社

八
月
九
日
明
治
神
戸
職
員
神
社
視
察

の
為
来
社

八
月
二
十
一
日
京
都
八
坂
神
社
職
員

神
社
視
察
の
為
来
社

八
月
二
十
八
日
鎖
国
寺
流
潅
頂
に
つ

き
久
保
富
司
外
当
社
職
顔
一
茗
参
列

九
月
一
日
圃
鎮
祭
並
に
雨
乞
祭
斎
行

九
月
士
百
午
前
十
一
時
小
野
廸
夫

氏
神
社
本
庁
よ
り
赴
任

九
月
十
四
日
貝
島
太
市
宍
琴
外
七
名

来
社
参
拝

九
月
二
十
八
日
肥
光
興
産
監
査
役
出

光
泰
亮
氏
、
玄
海
町
長
他
、
園
聖
寺
一

切
経
闇
題
に
つ
い
て
要
談

九

月

三

十

日

高

宮

姉

幸
祭
、
総
社
地

主
祭
斎
行
秋
季
大
祭
（
放
生
会
｝
奉
仕

の
為
久
保
宮
司
以
下
全
職
員
参
寵

十
月
一
日
午
前
十
時
秋
季
大
祭
（
田

島
放
生
会
）
第
一
円
祭
斎
行
宮
司
以
下

全
職
員
奉
什
、
新
淵
光
会
長
出
光
弘
氏

他
参
列
者
幸
数
あ
り
。

十
月
一
百
秋
季
大
祭
塞
盲
祭
典
斎

行
、
八
幡
宗
像
会
員
参
拝
、
国
学
院
大

学
御
座
部
長
外
聴
員
田
村
宮
崎
宮
々
司

案
内
砺
社
、

＋
且
一
百
秋
季
大
祭
雪
一
百
祭
典
斎

行
．
万
毎
噸
奉
納
相
撲
に
賑
わ
弓
本
年

宗
像
大
社
社
務
日
誌
抄
（
夏
以
降
）

は
九
州
朝
日
放
送
よ
り
優
勝
旗
他
多
数

の
賞
品
奉
納
さ
る

十
月
七
日
責
帳
役
員
会
韻
催
、
太
宰

府
天
濡
宮
西
高
辻
宮
司
夫
毫
当
社
よ
り

招
痔
接
遇

十
月
十
七
日
出
光
園
犀
社
長
州
光
匠

一
二
氏
、
州
光
弘
氏
外
参
拝
、
宗
像
町
長

外
朋
関
係
者
十
余
名
来
社

十
月
一
千
日
鈴
木
大
拙
氏
外
参
拝

十
月
一
千
一
日
宗
像
交
通
安
全
協
会

無
事
散
液
彰
式
開
催

十
月
二
十
八
日
福
岡
県
会
議
員
三
苫

欽
英
氏
他
神
社
前
県
彌
誘
装
の
件
に
つ

き

来

社

十
一
且
一
百
文
化
祭
々
皿
奉
仕
、
神

宮
禰
宜
幡
掛
正
浩
氏
来
社
、
大
辻
鉱
業

所
永
年
勤
続
菫
ハ
○
語
参
拝
、
中
澤
宮

秋
季
大
祭
久
保
宮
司
以
下
幸
代

十
一
月
九
日
志
賀
島
袖
社
総
代
五
九

名

参

拝

十
一
月
士
一
百
硯
光
囲
産
門
司
支
店

一

行

参

拝

十
一
月
廿
三
日
生
声
感
謝
祭
祭
典
奉

仕十
二
月
五
日
清
明
殿
に
て
大
麻
頒
布

式
穿
行
う
。
福
岡
県
神
社
庁
副
庁
長
参

事
杣
参
列
、
其
後
神
社
庁
宗
像
支
部
会

開

催

士
一
月
十
日
新
年
祭
打
合
せ
の
為
、

審
察
、
西
睦
、
保
曜
所
、
土
木
事
務
所

と
四
者
会
誠
開
催

十
一
頁
十
一
百
束
郷
橘
神
湊
間
の
県

迪
舗
装
の
件
に
つ
き
久
保
宮
司
福
岡
県

庁

へ

酬

向

十
二
月
十
四
日
宗
像
大
社
勅
祭
請
願

神
社
史
の
件
柿
打
合
せ
の
為
久
保
宮
司

上

京

十
一
月
十
五
日
古
式
祭
斎
行

編
輯
部
か
ら
お
願
い

久
し
く
絶
え
て
い
た
『
宗
儀
』
を
、
こ

の
よ
う
な
さ
さ
や
か
な
形
『

発
刊
い
た

し
ま
す
。
將
来
こ
れ
を
元
の
冊
子
形
式

に
ま
で
持
っ
て
行
っ
て
、
会
員
諸
氏
の

御
期
待
に
応
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
第

一
号
は
年
末
繁
忙
の
中
で
し
た
の
で
、

充
分
江
内
容
を
盛
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
次
号
か
ら
は
皆
さ
ま
の

原
稠
を
い
た
ざ
い
て
賑
や
か
な
も
の
に

し
た
い
と
存
じ
ま
す
。
時
事
、
ニ
ュ
ー

ス
、
賄
想
、
輪
説
、
人
事
其
の
他
当
方

ま
で
御
送
稿
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。
長
さ
は
普
涌
原
稿
用

紙
一
枚
以
上
四
枚
位
ま
で
が
適
当
で
す

’

一


