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平
成
二
十
二
年
七
月
十
五
・
十
六
日
の
両
日
、
「
全
国
伝
統
的

建
造
物
群
保
存
地
区
協
議
会
・
関
東
甲
信
越
静
ブ
ロ
ッ
ク
会
議
」

が
、
長
野
県
南
木
曽
町
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
南
木
曽
町
は
長
野

県
の
南
部
、
岐
阜
県
と
の
県
境
に
位
置
し
、
重
要
伝
統
的
建
造
物

群
保
存
地
区
の
「
妻
籠
宿
」
が
所
在
し
ま
す
。
妻
籠
宿
は
、
第
一

期
で
あ
る
昭
和
五
十
一
年
に
重
伝
建
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。 

 

ブ
ロ
ッ
ク
会
議
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
内
の
伝
建
協
加
盟
市
町
村
（
茨

城
県
桜
川
市
「
真
壁
」・
群
馬
県
中
之
条
町
「
六
合
赤
岩
」・
埼
玉

県
川
越
市
「
川
越
」・
千
葉
県
香
取
市
「
佐
原
」・
新
潟
県
佐
渡
市

「
宿
根
木
」・
山
梨
県
早
川
町
「
赤
沢
」・
長
野
県
東
御
市
「
海
野

宿
」・
同
塩
尻
市
「
奈
良
井
」「
木
曾
平
沢
」・
同
白
馬
村
「
青
鬼
」
・

同
南
木
曽
町
「
妻
籠
宿
」
）
十
一
地
区
十
市
町
村
と
、
伝
建
地
区

を
目
指
し
た
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る
市
町
村
で
構
成
さ
れ
、
甲

州
市
は
昨
年
度
か
ら
参
加
し
て
い
ま
す
。 

 

十
五
日
は
、
前
日
ま
で
の
大
雨
で
電
車
が
大
幅
に
遅
れ
、
午
後

か
ら
の
会
議
に
も
影
響
が
出
ま
し
た
が
、
八
県
十
六
市
町
村
二
十

九
名
の
参
加
が
あ
り
ま
し 

た
。
文
化
庁
か
ら
も
二
名 

参
加
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

会
議
と
事
務
研
修
を
行 

っ
た
後
は
妻
籠
宿
の
見
学 

で
す
が
、
夕
立
の
た
め
し 

ば
ら
く
会
場
に
足
止
め
さ 

れ
、
夕
方
四
時
こ
ろ
か
ら 

の
見
学
と
な
り
ま
し
た
。 

 
あいさつをする文化庁・下間調査官。以前 
甘草屋敷の修理でもお世話になりました。           

夕
方
の
夕
立
の
お
か
げ
で
、
妻
籠
宿
は
ひ
っ
そ
り
と
静
ま
り
か

え
っ
て
い
ま
し
た
。
普
通
な
ら
観
光
客
で
通
り
が
狭
く
感
じ
る
ほ

ど
で
す
が
、
私
た
ち
以
外
の
見
学
者
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
。 

 

宿
の
案
内
は
、
地
元
の
財
団
法
人
「
妻
籠
を
愛
す
る
会
」
に
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
「
愛
す
る
会
」
は
、
文
化
庁
で
伝
建
の
理

念
を
提
唱
す
る
以
前
か
ら
、
妻
籠
宿
と
旧
中
山
道
沿
い
の
建
物
・

屋
敷
・
農
耕
地
・
山
林
等
に
つ
い
て
、「
売
ら
な
い
」「
貸
さ
な
い
」

「
こ
わ
さ
な
い
」
の
三
原
則
に
基 

づ
き
、
活
動
さ
れ
て
き
た
団
体
で 

す
。
保
存
地
区
内
の
建
物
の
現
状 

変
更
や
修
景
に
つ
い
て
は
、
ま
ず 

こ
の
「
愛
す
る
会
」
で
受
付
・
協 

議
を
行
い
ま
す
。 

 

南
木
曽
町
の
ご
厚
意
に
よ
り
、 

重
要
文
化
財
脇
本
陣
奥
谷
を
見
学 

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

 

脇
本
陣
奥
谷
は
代
々
脇
本
陣 

と
問
屋
を
勤
め
て
い
ま
し
た
。 

現
在
の
建
物
は
明
治
十
年
の
建 

築
で
、
そ
れ
ま
で
禁
制
だ
っ
た 

木
曾
檜
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
っ
た 

贅
沢
な
つ
く
り
で
す
。
い
ろ
り 

に
は
常
に
火
が
焚
か
れ
、
全
て 

の
柱
が
黒
光
り
し
て
お
り
、
管 

理
の
よ
さ
が
わ
か
り
ま
す
。 

 

「
愛
す
る
会
」
の
メ
ン
バ
ー
が
常
駐
し
て
お
り
、
丁
寧
な
ご
説

明
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

再
び
中
山
道
に
沿
っ
て
町
並
み
を
歩
き
ま
す
。
妻
籠
宿
の
建
物

は
、
以
前
研
修
に
も
行
き
ま
し
た
奈
良
井
と
同
じ
よ
う
な
「
出
梁

造
」
と
い
う
形
式
で
す
が
、
奈
良
井
は
隣
家
と
壁
を
共
有
す
る
ほ

ど
隙
間
な
く
建
て
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
妻
籠
宿
の
建
物
は
、

そ
れ
な
り
に
隣
家
と
の
境
界
が
は
っ
き
り
と
し
て
お
り
、
あ
ま
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

窮
屈
感
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

心
配
し
た
夕
立
も
見
学
中
は 

降
ら
ず
、
十
分
な
見
学
が
で
き 

ま
し
た
。
そ
の
後
南
木
曽
町
で 

用
意
し
て
く
れ
た
バ
ス
で
宿
舎 

に
移
動
し
ま
し
た
が
、
そ
の
夜 

は
一
晩
中
雷
と
大
雨
で
、
明
日 

無
事
に
帰
れ
る
か
ど
う
か
心
配 

に
な
る
ほ
ど
で
し
た
。 

 

 

 

 



 
 

明
け
て
十
六
日
、
昨
夜
の
雷
雨
が
う
そ
の
よ
う
に
晴
れ
上
が

り
、
梅
雨
明
け
を
思
わ
せ
る
天
気
と
な
り
ま
し
た
。
妻
籠
か
ら
飯

田
市
へ
抜
け
る
路
上
に
あ
る
「
木
地
師
の
里
」
で
、
伝
統
工
芸
品

で
あ
る
木
曾
漆
器
を
見
学
し
た
あ
と
、
「
馬
籠
宿
」
へ
向
か
い
ま

し
た
。
馬
籠
宿
は
岐
阜
県
中
津
川
市
に
あ
り
ま
す
が
、
平
成
の
大

合
併
以
前
は
長
野
県
山
口
村
で
し
た
。
全
国
で
唯
一
の
「
越
境
合

併
」
と
し
て
、
大
き
く
報
道
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

 

馬
籠
宿
は
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

旧
中
山
道
沿
い
の
宿
場
と
し
て
古
く
か
ら
町
並
み
景
観
の
保
全

に
努
め
て
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
個
々
の
建
造
物
は
統
一
感
が

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
の
、
往
時
の
街
道
を
彷
彿
と
さ
せ
る

風
景
が
よ
み
が
え
り
、
多
く
の
観
光
客
を
集
め
る
に
至
り
ま
し

た
。
最
近
は
海
外
か
ら
の
客
が
多
い
そ
う
で
、
こ
の
日
も
家
族
連

れ
や
カ
ッ
プ
ル
な
ど
、
十
数
人
の
欧
米
人
を
見
ま
し
た
。 

 

彼
ら
は
馬
籠
宿
か
ら
妻
籠
宿
ま
で
、
整
備
さ
れ
た
旧
中
山
道
を

歩
き
旅
行
を
す
る
こ
と
で
、
江
戸
時
代
の
体
験
を
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
ま
し
た
。
馬
籠
も
妻
籠
も
、
純
日
本
的
な
原
風
景
が
残

さ
れ
て
い
る
場
所
と
し
て
、
欧
米
を
は
じ
め
海
外
に
広
く
知
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
一
方
日
本
人
を
は
じ
め
ア
ジ
ア
の

人
は
、
あ
く
ま
で
観
光
地
と
し
て
み
て
い
る
た
め
、
宿
の
中
に
は

人
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
が
、
中
山
道
を
歩
く
人
は
い
ま
せ
ん
。 

 

 

馬
籠
宿
の
見
学
の
後
、
妻
籠
宿
へ
戻
り
ま
す
が
、
途
中
の
馬
籠

峠
で
バ
ス
を
降
り
、
旧
中
山
道
の
一
部
を
実
際
に
歩
き
ま
し
た
。

道
路
に
接
続
す
る
旧
道
部
分
は
数
十
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
り
石
舗

装
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
大
半
は
砂
利
を
敷
い
た
歩
道
で
す
。
昨
夜

ま
で
大
雨
が
続
い
て
い
た
は
ず
で
す
が
、
歩
道
に
水
が
あ
ふ
れ
た

形
跡
が
な
く
、
脇
を
流
れ
る
沢
も
増
水
し
て
い
ま
せ
ん
。
治
山
・

治
水
が
行
き
届
い
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
ま
し
た
。 

       

し
ば
ら
く
進
む
と
、
一
石
栃
と
い
う 

開
け
た
地
に
出
ま
す
。
こ
こ
に
は
「
白
木
改
番
所
」
が
置
か
れ
、

木
曾
檜
の
小
枝
に
ま
で
搬
出
を
認
め
た
焼
印
が
押
さ
れ
て
い
る

か
を
厳
重
に
見
張
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
ま
た
、
往
時
は
七
軒
ほ

ど
の
民
家
が
あ
り
ま
し
た
が
、
現
在
は
一
軒
の
み
残
さ
れ
、
茶
屋

と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
後
期
の
民
家
で
、
当
初

は
間
口
十
間
半
も
あ
る
大
き
な
も
の
で
し
た
が
、
現
在
は
八
間
に

切
り
詰
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

や
は
り
「
愛
す
る
会
」
の
方 

が
常
駐
し
、
湯
茶
の
接
待
を
し 

て
い
ま
し
た
。 

 

 

 

 

 

 

研
修
も
終
わ
り
に
近
づ
き
、 

最
後
の
視
察
は
木
曽
川
水
系
の 

発
電
事
業
に
か
か
る
近
代
化
遺 

産
群
で
、
ま
ず
「
桃
介
橋
」
を 

見
ま
し
た
。
桃
介
橋
は
木
曽
川 

水
系
の
発
電
事
業
を
進
め
た
福 

沢
桃
介
に
由
来
し
ま
す
。
読
書 

発
電
所
建
設
に
伴
う
資
材
の
運 

搬
用
に
架
け
ら
れ
た
吊
橋
で
、 

全
長
二
四
七
メ
ー
ト
ル
も
あ
り 

ま
す
。
資
材
運
搬
用
で
す
か
ら
、 

こ
の
橋
に
ト
ロ
ッ
コ
が
走
っ
て 

い
ま
し
た
。
桃
介
橋
は
大
正
十 

一
年
に
、
読
書
発
電
所
は
翌
年 

に
完
成
し
、
現
在
は
そ
の
他
の 

施
設
も
含
め
て
、
国
の
重
要
文 

化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

近
く
に
建
て
ら
れ
て
い
る
福 

沢
桃
介
記
念
館
は
、
当
時
の
桃 

介
の
別
荘
と
し
て
建
て
ら
れ
た 

西
洋
建
築
で
す
。
桃
介
は
パ
ー 

ト
ナ
ー
で
あ
る
川
上
貞
奴
（
日
本
で
最
初
の
女
優
）
と
と
も
に
、

避
暑
の
た
め
、
ま
た
、
発
電
事
業
の
基
地
と
し
て
、
こ
こ
に
長
期

逗
留
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
左
の
写
真
は
二
階
の
一
室
で
す
が
、

和
室
な
が
ら
床
近
く
ま
で
延
ば
し
た
縦
長
の
窓
が
、
洋
風
ら
し
い 

新
鮮
な
内
観
を
引
き
締
め 

て
い
ま
す
。 

 

来
年
度
は
、
千
葉
県
香
取 

市
・
佐
原
で
開
催
さ
れ
る
予 

定
で
す
。 

 

  


