
　
常
総
市
（
旧
石
下
町
）
の
生
ん

だ
明
治
の
歌
人
、
小
説
家
、
長
塚

節
の
父
で
あ
る
長
塚
源
次
郎
は
、

安
政
５
年
７
月
13
日
に
常
陸
国
筑

波
郡
上
菅
間
村
の
名
主
青
木
新
平

の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
、
節
没
後

の
大
正
10
年
９
月
21
日
64
才
で
亡

く
な
り
ま
し
た
。

　
長
塚
家
は
、
節
の
祖
父
久
右
ヱ

門
が
、
商
才
が
あ
り
田
畑
山
林
の

経
営
の
ほ
か
に
質
屋
、
米
穀
商
そ

し
て
家
伝
薬
の
販
売
を
し
て
財
を

成
し
て
い
ま
し
た
。
久
右
ヱ
門
に

は
子
供
が
無
く
、
妹
が
下
妻
の
地

主
渡
辺
家
に
嫁
い
で
お
り
、
そ
の

次
女
の
た
か
を
養
女
と
し
て
幼
い

頃
か
ら
養
育
し
て
い
ま
し
た
。
そ

の
養
女
た
か
の
婿
に
、
青
木
家
か

ら
11
年
２
月
に
源
次
郎
を
迎
え
ま

し
た
。
節
の
生
ま
れ
た
頃
の
長
塚

家
は
、
水
田
６
町
６
反
余
、
畑
15

回
選
挙
で
復
活
し
て
い
ま
す
。

　
源
次
郎
は
、
40
年
の
選
挙
で
県

会
議
員
に
返
り
咲
く
わ
け
で
す
が
、

こ
の
時
の
選
挙
に
結
城
郡
は
、
５

人
が
出
馬
し
定
員
３
人
の
枠
を
競

っ
て
い
ま
す
。

　
源
次
郎
は
、
９
８
９
票
を
獲
得

し
て
ト
ッ
プ
当
選
、
２
位
は
飯
村

忠
七
、
３
位
が
新
井
球
三
郎
（
石

下
町
長
）
で
し
た
。
こ
の
議
会
で
、

見
事
第
20
代
議
長
の
座
を
射
止
め

ま
し
た
。

　
明
治
40
年
11
月
に
結
城
町
に
於

い
て
特
別
大
演
習
が
催
さ
れ
天
皇

陛
下
が
来
県
さ
れ
ま
し
た
。
陛
下

が
滞
在
し
た
大
本
営
は
、
結
城
尋

常
高
等
小
学
校
（
現
在
の
結
城
小

学
校
）
で
、
記
念
碑
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
前
の
11
月
11
日
に
源
次
郎
は
、

臨
時
県
会
の
決
議
に
よ
り
15
日
朝

大
本
営
に
出
頭
し
賀
表
（
国
家
の

慶
事
に
際
し
て
、
臣
下
が
祝
い
の

気
持
ち
を
述
べ
て
、
天
子
に
奉
る

文
）
を
捧
呈
（
さ
さ
げ
持
っ
て
う

や
う
や
し
く
差
し
出
す
こ
と
）
し

て
い
ま
す
。

　
賀
表
の
最
後
の
部
分
は
、
次
の

と
お
り
「
前
略　

臣
源
次
郎
猥み

だ

り

に
県
会
議
長
の
職
を
汚
せ
る
を
以

っ
て
衆

し
ゅ
う
し
ょ庶
（
庶
民
）
の
熱

ね
つ
ち
ゅ
う衷
（
あ

つ
い
ま
ご
こ
ろ
）
を
代
表
し
僭せ

ん
え
つ越

の
罪
を
顧
み
ず
爰こ

こ

に
謹

つ
つ
し
みて
陛
下
の

萬ば
ん

壽じ
ゅ
き
わ
ま
り
な
し

無
疆
（
い
つ
ま
で
も
長
生
き

町
９
反
余
を
保
有
し
た
豪
農
で
し

た
。
源
次
郎
は
、
そ
の
頃
盛
ん
だ

っ
た
自
由
民
権
運
動
に
参
加
し
、

議
員
の
道
を
歩
み
ま
す
が
、
選
挙

に
お
金
は
付
き
も
の
だ
っ
た
こ
と

は
、
節
が
父
の
借
金
返
済
の
た
め

に
炭
焼
き
の
研
究
や
竹
林
栽
培
を

行
っ
た
こ
と
で
も
わ
か
り
ま
す
。

こ
の
竹
林
は
、
今
で
も
長
塚
家
の

周
り
に
残
っ
て
い
ま
す
。

　
さ
て
、
明
治
期
の
茨
城
県
議
会

議
員
は
、
明
治
12
年
３
月
に
第
１

回
目
の
選
挙
が
実
施
さ
れ
、
第
２

回
を
14
年
１
月
、
第
３
回
を
15
年

８
月
、
第
４
回
が
17
年
４
月
に
19

年
１
月
に
第
５
回
目
、
源
次
郎
の

初
出
馬
し
た
第
６
回
目
の
選
挙
は
、

21
年
１
月
に
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
後
、
23
年
２
月
、
25
年
２
月
、

27
年
２
月
と
続
き
ま
す
が
、
当
時

は
半
数
改
選
で
し
た
。

　
源
次
郎
は
、
21
年
に
初
当
選
し
、

29
年
10
月
の
第
11
回
選
挙
で
落
選

す
る
ま
で
の
間
、
議
員
を
務
め
て

い
ま
す
。
こ
の
後
、
一
時
期
議
員

を
辞
め
て
い
ま
し
た
が
、
明
治
40

年
９
月
25
日
に
実
施
さ
れ
た
第
15

す
る
こ
と
を
願
っ
た
言
葉
）
を
祝

し
奉
る　

臣
源
次
郎
誠せ

い
き
ょ
う
せ
い
こ
う

惶
誠
恐
頓と

ん

首し
ゅ

謹き
ん
げ
ん言
」
。
と
締
め
括
っ
て
い
ま

す
。

　
茨
城
県
議
会
の
議
長
の
座
は
、

明
治
12
年
の
初
代
か
ら
第
98
代
ま

で
約
１
５
０
年
に
亘
る
歴
史
が
あ

り
ま
す
が
、
我
が
常
総
市
か
ら
県

議
会
議
長
に
就
任
し
て
い
る
の
は
、

第
６
代
の
秋
葉
庸
（
旧
水
海
道
町

・
明
治
19
年
３
月
）
、
第
20
代
の

源
次
郎
及
び
第
21
代
の
新
井
球
三

郎
（
旧
石
下
町
）
と
第
25
代
の
飯

村
忠
七
（
旧
水
海
道
市
）
の
３
名

は
奇
し
く
も
40
年
の
選
挙
で
結
城

郡
選
挙
区
か
ら
当
選
し
た
議
員
が

議
長
を
務
め
て
お
り
、
そ
の
後
久

し
く
議
長
の
就
任
者
は
無
か
っ
た

が
、
第
98
代
議
長
に
飯
野
重
男

（
平
成
19
年
１
月
）
氏
が
就
任
し

て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
（
河
合
　
宏
）
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私
ど
も
の
会
は
茨
城
県
吟
詠

剣
誌
舞
総
連
盟
に
所
属
し
中
国

の
漢
詩
、
万
葉
集
の
和
歌
の
勉

強
を
水
海
道
公
民
館
を
お
借
り

し
て
毎
週
木
曜
日
午
後
１
時
半

か
ら
３
時
半
ま
で
教
室
を
開
い

て
楽
し
く
時
間
を
過
ご
し
て
い

ま
す
。

　
毎
年
県
連
よ
り
課
題
が
出
さ

れ
漢
詩
８
題
和
歌
８
首
が
解
説

書
付
の
手
本
で
勉
強
を
し
て
い

ま
す
。
特
に
漢
詩
は
歴
史
物
語

又
人
生
の
教
訓
に
な
る
詩
が
多

い
で
す
。
和
歌
は
平
安
時
代
よ

り
現
代
の
詩
人
の
詩
、
景
色
や

恋
愛
の
詩
な
ど
や
さ
し
く
力
づ

よ
く
美
し
い
心
が
入
っ
た
詩
が

感
じ
と
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

詩
を
吟
じ
た
り
朗
詠
し
た
り
大

き
な
声
で
表
現
し
声
を
出
し
て
、

元
気
の
源
と
思
い
皆
で
頑
張
っ

て
い
ま
す
。

　
毎
年
開
か
れ
る
市
民
芸
能
祭

に
参
加
を
し
、
舞
踊
家
の
方
々

と
「
詩
吟
と
舞
」
又
書
道
家
の

人
達
と
の
「
書
道
吟
」
を
披
露

さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。
本
年

も
神
達
市
長
に
お
願
い
し
て
大

き
な
書
紙
に
太
い
文
字
で
書
道

吟
を
楽
し
ん
で
頂
き
ま
し
た
。

　
ぜ
ひ
皆
様
少
し
で
も
興
味
が

あ
れ
ば
教
室
を
の
ぞ
い
て
見
て

下
さ
い
。

　
　
　
　
　
（
武
藤
　
良
生
）

　
本
会
の
会
員
は
現
在
７
人
お

り
ま
す
。
会
と
し
て
の
主
な
活

動
は
、
市
内
で
催
さ
れ
る
行
事

に
参
加
し
て
地
域
の
文
化
活
動

に
寄
与
す
る
こ
と
で
す
。

　
市
の
文
化
祭
で
は
、
学
習
セ

ン
タ
ー
に
て
生
花
展
と
茶
会
を

開
き
、
今
年
の
来
場
者
は
生
花

展
２
６
０
人
、
茶
会
64
人
と
沢

山
の
方
を
迎
え
ま
し
た
。
お
茶

席
は
２
階
な
の
で
目
立
つ
場
所

で
は
な
い
の
で
す
が
、
和
や
か

な
雰
囲
気
で
お
抹
茶
を
味
わ
っ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
又
、
あ

す
な
ろ
の
お
ひ
な
ま
つ
り
開
催

時
に
は
、
生
け
花
を
10
日
間
の

長
期
に
展
示
し
て
、
お
ひ
な
さ

ま
と
お
花
の
コ
ラ
ボ
展
を
催
し

ま
し
た
。
こ
こ
で
は
家
族
連
れ

の
来
場
者
が
多
い
た
め
、
お
子

様
も
お
茶
や
お
花
の
伝
統
文
化

を
楽
し
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
か

ら
水
海
道
公
民
館
ま
つ
り
で
す

が
、
こ
こ
で
は
昨
年
よ
り
生
花

展
と
茶
会
を
ひ
と
つ
の
部
屋
で

催
し
て
、
来
場
者
に
生
け
花
と

お
抹
茶
の
両
方
を
同
時
に
楽
し

ん
で
も
ら
う
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

　
こ
れ
か
ら
も
よ
り
多
く
の
方

に
生
け
花
や
お
抹
茶
を
身
近
に

楽
し
ん
で
い
た
だ
く
た
め
に
、

私
達
会
員
も
精
進
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

　
　
　
　
　
（
大
塚
　
京
子
）

　
多
く
の
先
輩
達
の
遺
し
た
句

集
に
は
俳
句
に
対
す
る
意
気
込

み
、
情
熱
が
感
じ
ら
れ
唯
々
感

動
す
る
ば
か
り
で
す
。

　
現
在
の
会
員
は
18
名
で
、
遠

く
は
札
幌
、
仙
台
、
千
葉
在
住

の
方
も
お
り
ま
す
。
定
例
句
会

は
毎
月
第
３
日
曜
日
に
市
立
図

書
館
で
行
っ
て
い
ま
す
。

　
又
令
和
６
年
１
月
か
ら
生
涯

学
習
課
が
窓
口
と
な
り
、
新
た

に
俳
句
講
座
を
募
集
し
た
と
こ

ろ
17
名
の
参
加
が
あ
り
、
毎
月

第
２
土
曜
日
に
図
書
館
に
て
青

磁
会
会
員
の
指
導
で
句
会
を
行

っ
て
い
ま
す
。

　
「
市
民
文
化
祭
俳
句
大
会
」

は
コ
ロ
ナ
禍
で
４
年
間
休
止
し

ま
し
た
が
、
昨
年
の
48
回
大
会

は
盛
大
に
開
催
す
る
こ
と
が
で

き
、
参
加
者
は
27
名
応
募
、
句

数
は
１
２
３
句
で
し
た
。

　
「
長
塚
節
文
学
賞
」
俳
句
部

門
へ
参
加
し
多
く
の
入
選
者
を

出
し
て
い
ま
す
。

　
俳
句
は
世
界
で
一
番
短
い
言

葉
の
中
に
花
鳥
風
月
を
詠
み
喜

怒
哀
楽
を
表
現
す
る
詩
で
す
。

又
人
生
を
豊
か
に
よ
り
楽
し
く

す
る
も
の
で
す
。
興
味
の
あ
る

方
は
一
緒
に
学
ん
で
み
ま
せ
ん

か
。

　
　
　
（
代
表
　
草
間
　
亨
）

「
和
の
心
」
を
つ
な
ぐ

　
　
常
総
市
茶
華
道
教
授
会

漢
詩
と
和
歌

　
　
　
霞
風
流
吟
詠
映
風
会

俳
句
に
親
し
む

　
　
　
　
　
　
　
　
青
磁
会

　
常
総
市
文
化
協
会
に
は
様
々

な
文
化
芸
術
分
野
の
団
体
が
加

盟
し
て
お
り
、
新
規
の
加
入
や

見
学
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　
会
員
だ
よ
り
で
紹
介
さ
れ
た

団
体
は
文
化
協
会
加
盟
団
体
の

一
部
で
す
の
で
、
団
体
に
入
っ

て
み
た
い
、
こ
う
い
う
団
体
を

探
し
て
い
る
等
の
御
希
望
が
ご

ざ
い
ま
し
た
ら
事
務
局
ま
で
ご

相
談
く
だ
さ
い
。
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6
月
２
日
（
日
）
天
候
に
恵
ま
れ
参
加
総
員
33
名
、
水

海
道
民
謡
舞
踊
連
合
会
か
ら
７
名
参
加
さ
せ
て
頂
き
ま
し

た
。
朝
８
時
に
市
本
庁
市
バ
ス
に
て
出
発
、
国
立
歴
史
民

俗
博
物
館
定
刻
着
、
佐
倉
城
址
公
園
と
名
が
つ
く
だ
け
あ

っ
て
、
広
大
な
敷
地
施
設
で
あ
り
、
第
１
展
示
室
（
先
史

・
古
代
）
か
ら
第
２
（
中
世
）、
第
３
（
近
世
）、
第
４
（
民

族
）、
第
５
、
第
６
（
現
代
）
全
展
示
室
順
番
に
見
学
す
る

と
日
本
の
歴
史
を
タ
イ
ム
マ
シ
ン
か
ら
見
て
い
る
よ
う
で

し
た
。
さ
す
が
に
国
立
歴
博
と
感
服
で
あ
り
ま
す
。

　
残
り
の
時
間
を
数
人
で
植
物
園
、
庭
園
と
観
賞
し
て
回

り
、
手
入
れ
の
行
き
届
い
た
施
設
環
境
に
清
々
し
さ
を
感

じ
ま
し
た
。
帰
路
も
定
刻
に
出
発
、
そ
し
て
バ
ス
内
の
雰

囲
気
も
大
変
良
く
、
楽
し
い
一
日
で
し
た
。
次
回
も
是
非

参
加
さ
せ
て
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　
　
　
　
（
水
海
道
民
謡
舞
踊
連
合
会
　
浜
田
　
隆
夫
）

　
常
総
市
文
化
協
会
会
長
の

中
山
で
す
。
三
期
６
年
の
会

長
職
を
、
こ
の
３
月
一
杯
で

卒
業
さ
せ
て
頂
く
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
浅
学
非
才
の
私

を
、
長
期
に
渡
り
支
え
て
下

さ
い
ま
し
た
役
員
、
会
員
、

市
民
の
皆
様
に
感
謝
の
お
礼

を
申
し
上
げ
ま
す
。
誠
に
有

り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ

の
６
年
の
間
に
、
現
在
も
未

だ
完
全
に
終
息
し
て
い
な
い

コ
ロ
ナ
疾
病
が
２
年
間
に
渡

っ
て
猛
威
を
振
る
い
ま
し
た
。

従
っ
て
、
こ
の
間
の
活
動
は
、

文
化
協
会
報
の
上
梓
の
み
に

限
定
さ
れ
て
仕
舞
い
ま
し
た
。

種
々
の
企
画
が
挙
行
出
来
ず
、

自
身
を
含
め
て
会
員
各
位
の

心
情
も
ま
た
鬱
々
と
す
る
も

の
が
お
あ
り
に
な
ら
れ
た
こ

と
と
思
い
ま
す
。

　
就
任
最
初
の
年
（
令
和
元

年
）
は
、
会
員
研
修
の
企
画

と
し
て
、
東
京
藝
術
大
学
美

術
館
で
の
藝
大
新
購
入
美
術

所
蔵
品
展
を
見
学
、
２
年
の

空
白
の
後
に
、
東
京
国
立
博

物
館
、
更
に
千
葉
佐
倉
の
国

立
歴
史
民
俗
博
物
館
を
見
学

し
、
会
員
の
感
性
昇
華
に
寄

与
す
る
こ
と
が
出
来
、
ま
た
、

共
催
で
あ
る
〈
市
民
文
化
祭
〉

を
、
秋
の
催
し
と
し
、
文
化

協
会
主
催
の
〈
芸
術
文
化
の

つ
ど
い
〉
を
春
の
催
し
と
規

定
し
、
年
間
２
回
の
市
民
、

会
員
発
表
の
場
と
し
て
、
常

総
市
文
化
活
動
興
隆
の
礎
と

し
て
定
着
出
来
ま
し
た
こ
と

は
、
極
め
て
う
れ
し
い
こ
と

で
あ
り
有
り
難
い
こ
と
で
あ

り
ま
し
た
。

　
卒
業
後
も
老
齢
に
む
ち
打

ち
、
側
面
か
ら
常
総
市
の
文

化
興
隆
に
尽
力
出
来
ま
す
れ

ば
と
存
じ
て
お
り
ま
す
。
若

い
方
々
の
協
会
参
加
も
あ
り
、

更
な
る
発
展
へ
の
ご
協
力
を

お
約
束
し
、
退
任
の
ご
挨
拶

と
致
し
ま
す
。
有
り
難
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
（
中
山
　
治
）

令
和
６
年　

文
化
協
会
視
察
研
修
に
参
加
し
て

文
化
協
会
会
長
退
任
挨
拶
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市
民
文
化
祭

令
和
６
年
度

令
和
６
年
10
月
26
日
〜

　
　
　
　
　
　

11
月
４
日

常
総
市
芸
術
文
化
の
つ
ど
い
令
和
６
年
６
月
13
日
〜
16
日
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人
物

S
pecial

People

「
本
堂
　
追
想
」

　
寿
亀
山
天
樹
院 

弘
経
寺
　
主
管 

金
田
　
大
祐
さ
ん

　
今
号
で
は
飯
沼
弘
経
寺
の
金
田
住
職

を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
年
末

年
始
の
忙
し
い
中
で
の
取
材
が
む
ず
か

し
く
、
今
回
は
金
田
さ
ん
に
寄
稿
し
て

い
た
だ
い
た
も
の
を
掲
載
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
金
田
さ
ん
は
陶
工
と
し

て
の
顔
も
持
ち
、
中
山
文
化
協
会
会
長

主
催
に
よ
る
「
水
海
道
造
形
美
術
展
」

な
ど
に
も
作
品
を
出
展
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
２
０
０
６
年
9
月
に
、
こ
こ
飯
沼
の

弘
経
寺
に
赴
任
し
て
以
来
、
18
年
が
経

ち
ま
し
た
。
こ
の
18
年
間
、
常
総
市
の

皆
様
に
は
弘
経
寺
を
通
し
て
一
方
な
ら

ぬ
お
世
話
を
い
た
だ
き
、
心
よ
り
御
礼

申
し
上
げ
ま
す
。

　
弘
経
寺
は
応
永
21
年
（
１
４
１
４
）

に
嘆

た
ん
よ
り
ょ
う
ち
ょ
う
し
ょ
う
に
ん

誉
良
肇
上
人
に
よ
っ
て
開
山
さ
れ

た
浄
土
宗
の
古こ

さ

つ刹
で
す
。
そ
の
６
０
０

年
余
り
の
歴
史
の
中
に
千
姫
様
が
登
場

す
る
の
は
弘
経
寺
開
山
か
ら
約
２
０
０

年
後
（
千
姫
様
の
祖
父
徳
川
家
康
公
が

天
下
統
一
を
果
た
し
た
後
）
で
す
。
姫

路
城
を
去
る
ま
で
に
筆ひ

つ
ぜ
つ舌
に
尽
く
し
難

い
苦
難
を
経
験
し
た
千
姫
様
は
江
戸
城

へ
移
っ
た
際
、
弘
経
寺
十
世
で
あ
っ
た

照し
ょ
う
よ
り
ょ
う
が
く

誉
了
学
上
人
よ
り
浄
土
宗
の
戒か

い

を
授

か
り
、
お
念
仏
の
教
え
に
よ
っ
て
苦
し

み
の
淵
か
ら
救
わ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
千
姫
様
は
戒
を
授
か
っ
た
後
、

弘
経
寺
を
菩
提
寺
と
定
め
ま
す
が
、
当

時
弘
経
寺
は
戦
火
に
よ
っ
て
本
堂
を
は

じ
め
と
し
た
諸し

ょ

ど

う

う

堂
宇
を
焼
失
し
て
お
り
、

こ
の
現
実

に
心
を
痛

め
た
千
姫

様
は
本
堂

の
再
建
を

発
願
し
ま

す
。
寛
永

6
年
（
１

６
２
９
）

に
千
姫
様

の
誓
願
は

本
堂
建
立
と
い
う
形
で
成
就
さ
れ
ま
す
。

　
私
が
弘
経
寺
に
赴
任
し
た
ば
か
り
の

頃
の
本
堂
は
、
改
修
工
事
を
施
さ
な
け

れ
ば
伽が

ら

ん藍
と
し
て
の
役
割
を
果
た
せ
な

い
ほ
ど
老
朽
化
し
て
お
り
ま
し
た
。
千

姫
様
が
再
建
し
て
以
来
４
０
０
年
も
の

間
、
風
雪
に
耐
え
て
き
た
弘
経
寺
本
堂

は
そ
の
歴
史
が
積
み
重
ね
て
き
た
崇
高

な
風
格
を
纏ま

と

っ
て
い
ま
し
た
。
解
体
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
現
実
と

こ
の
美
し
い
本
堂
を
残
し
た
い
と
い
う

個
人
的
な
願
い
と
の
狭
間
で
大
変
つ
ら

い
日
々
を
過
ご
し
て
い
た
中
、
た
ま
た

ま
弘
経
寺
を
訪
ね
て
来
ら
れ
た
東
京
藝

術
大
学
取
手
校
の
彫
刻
家
の
友
人
た
ち

よ
り
「
解
体
が
不
可
避
な
ら
、
一
人
で

も
多
く
の
方
々
に
千
姫
様
の
本
堂
を
拝

観
し
て
い
た
だ
く
た
め
、
弘
経
寺
境
内

で
美
術
展
を
企
画
し
て
み
て
は
ど
う
だ

ろ
う
？
」
と
の
妙
案
を
賜
り
、
４
０
０

年
前
の
本
堂
の
姿
を
永
遠
に
記
憶
し
て

い
た
だ
く
た
め
に
、
出
展
す
る
作
家
全

員
が
一
丸
と
な
っ
て
開
催
し
た
と
こ
ろ
、

1
万
人
以
上
の
参
拝
客
を
得
て
「
弘
経

寺
展
」
は
成
功
裏
に
幕
を
閉
じ
ま
し
た
。

私
は
陶
器
を
出
展
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

の
で
す
が
、
美
術
作
品
と
旧
本
堂
の
調

和
は
「
永
遠
の
記
憶
」
と
な
っ
て
、
ま

さ
に
弘
経
寺
の
歴
史
に
刻
ま
れ
た
の
で

し
た
。

　
「
磨
か
れ
た
技
と
新
し
い
創
作
の
ど

ち
ら
か
が
欠
け
て
も
陶
芸
作
品
に
は
な

ら
な
い
」
と
陶
工
で
あ
っ
た
父
は
よ
く

私
に
諭
し
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
作

陶
に
限
ら
ず
、
仏
道
に
も
当
て
は
ま
る

と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
陶
工
と
し
て
も

僧
侶
と
し
て
も
ま
だ
ま
だ
半
人
前
で
す

が
、
今
後
と
も
常
総
市
の
皆
様
に
ご
指

導
を
賜
り
な
が
ら
、
精
進
し
て
参
り
た

い
と
思
い
ま
す
。

　
金
田
さ
ん
は
現
在
も
音
楽
や
陶
芸
な

ど
様
々
な
芸
術
家
に
境
内
を
提
供
し
、

演
奏
会
や
作
品
展
示
会
な
ど
の
開
催
に

も
尽
力
さ
れ
て
お
り
、
芸
術
家
と
し
て

の
一
面
も
見
ら
れ
ま
す
。
今
後
も
益
々

ご
活
躍
さ
れ
ま
す
こ
と
を
祈
念
し
て
お

り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
小
田
部
芳
美
） 金田さんの陶芸作品

天樹祭での千姫さまと金田住職
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近
年
、
全
国
各
地
で
昔
か
ら
親
し
ま
れ
て

き
た
鉄
道
路
線
が
廃
線
と
な
っ
た
り
、
昨
年

来
Ｊ
Ｒ
で
も
不
採
算
路
線
の
廃
止
又
は
バ
ス

路
線
等
へ
の
転
換
も
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。

鉄
道
路
線
は
、
古
く
か
ら
地
域
に
密
着
し
た

交
通
手
段
と
し
て
親
し
ま
れ
て
来
た
は
ず
で

す
が
、
車
社
会
の
現
在
で
は
、
主
に
学
生
の

通
学
と
し
て
の
交
通
手
段
で
あ
り
、
ま
た
都

市
部
へ
の
転
居
等
に
よ
り
利
用
客
の
減
少
が

会
社
経
営
を
圧
迫
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　
さ
て
、
常
総
市
の
生
ん
だ
明
治
の
歌
人
・

小
説
家
の
長
塚
節
は
、
全
国
各
地
を
旅
し
た

こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
当
時
の
常
総

地
方
の
交
通
に
関
し
て
、
福
島
の
友
人
門
間

春
雄
宛
書
簡
（
大
正
2
年
１
月
22
日
付
）
に
、

「
国
生
の
私
の
家
に
遊
び
に
来
る
場
合
に
は
、

上
野
駅
を
７
時
５
分
発
の
青
森
線
に
乗
る
と

小
山
駅
に
９
時
46
分
に
着
く
。
水
戸
線
の
小

山
発
が
10
時
46
分
、
下
館
駅
に
11
時
20
分
に

着
く
。
昼
食
は
、
下
館
駅
近
く
の
旅
館
で
摂

っ
て
も
良
い
が
、
水
戸
線
の
発
車
時
間
ま
で

１
時
間
あ
る
の
で
、
小
山
駅
で
摂
る
か
弁
当

を
求
め
て
下
館
迄
の
車
中
30
分
の
時
間
に
摂

る
と
良
い
。
下
館
か
ら
下
妻
町
ま
で
４
里
、

下
妻
町
か
ら
国
生
村
ま
で
２
里
な
の
で
、
私

の
家
に
は
３
時
頃
ま
で
に
は
着
く
筈
で
あ
る
。

下
妻
町
よ
り
１
里
に
て
鬼
怒
川
の
沿
岸
に
出

て
、
暫
く
土
手
を
伝
っ
て
若
宮
戸
よ
り
皆
葉

（
下
妻
市
）
を
渡
る
と
半
里
に
遠
か
ら
ず
。

下
館
か
ら
下
妻
ま
で
は
、
乗
合
馬
車
で
30
銭
、

人
力
車
で
60
銭
か
ら
65
銭
で
あ
り
、
そ
れ
以

上
の
金
額
を
言
わ
れ
た
ら
叱
っ
て
下
さ
い
。

い
ず
れ
に
し
ろ
下
妻
か
ら
人
力
車
が
一
番
宜

し
い
。
２
里
の
道
で
あ
る
が
、
渡
船
場
か
ら

降
雨
の
折
に
は
非
常
に
悪
路
に
な
り
45
銭
か

ら
50
銭
位
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
私
の
住

む
国
生
は
『
コ
ク
シ
ョ
ウ
』
で
な
く
、『
コ
ッ

シ
ャ
ョ
ウ
』
で
あ
る
の
で
、
人
力
車
の
車
夫

に
言
え
ば
車
夫
は
心
得
て
い
る
の
で
大
丈
夫
。」

と
節
ら
し
い
書
簡
で
す
。

　
節
が
、
東
京
で
病
気
治
療
や
正
岡
子
規
宅

な
ど
へ
出
掛
け
る
当
時
の
交
通
手
段
と
し
て

は
、
書
簡
に
あ
る
よ
う
な
徒
歩
等
に
よ
る
下

妻
・
下
館
を
経
て
水
戸
線
・
東
北
線
ま
た
は
、

国
生
か
ら
取
手
ま
で
徒
歩
等
で
取
手
を
経
て

常
磐
線
の
鉄
道
を
利
用
す
る
手
段
、
そ
し
て

境
町
か
ら
利
根
川
、
江
戸
川
を
経
て
伊
藤
左

千
夫
の
住
ん
で
い
た
錦
糸
町
近
く
ま
で
行
く

水
運
に
よ
る
交
通
手
段
が
あ
り
ま
し
た
。

　
当
時
、
鉄
道
院
に
勤
務
し
て
い
た
従
兄
で

あ
り
水
戸
中
学
同
級
生
の
渡
辺
鋼
三
が
調
達

し
て
く
れ
る
優
待
乗
車
券
を
使
う
こ
と
で
、

経
費
節
約
も
出
来
て
全
国
各
地
へ
と
広
が
っ

て
い
き
ま
し
た
。

取
手
と
下
館
を
結
ん
だ
常
総
線

　
県
南
を
走
る
常
磐
線
（
明
治
29
年
12
月
田

端
～
土
浦
間
開
業
）
の
取
手
駅
と
県
西
を
走

る
水
戸
線
（
明
治
22
年
１
月
小
山
～
水
戸
間

開
業
）
の
下
館
駅
を
結
ん
で
い
る
現
在
の
関

東
鉄
道
常
総
線
は
、
水
運
の
衰
退
が
見
込
ま

れ
始
め
た
明
治
29
年
に
常
磐
線
が
開
通
し
て
、

鉄
道
施
設
運
動
が
始
ま
っ
た
事
で
計
画
さ
れ

ま
し
た
。
常
総
線
と
い
う
路
線
名
は
、
屡し
ば
し
ば々

用
い
ら
れ
、
明
治
30
年
頃
ま
で
に
幾
つ
も
の

計
画
が
在
り
ま
し
た
が
、
中
々
実
現
さ
れ
ま

せ
ん
で
し
た
。
日
露
戦
争
後
の
明
治
44
年
11

月
に
常
総
軽
便
鉄
道
株
式
会
社
に
免
許
交
付

さ
れ
ま
し
た
。
設
立
発
起
人
に
は
、
東
京
の

茨
城
無
煙
炭
鉱
社
長
の
竹
内
綱
を
代
表
に
沿

線
町
村
か
ら
47
名
が
な
り
、
水
海
道
町
か
ら

７
名
、
石
下
町
か
ら
８
名
が
名
を
連
ね
て
い

ま
す
。
明
治
45
年
６
月
９
日
、
東
京
有
楽
町

に
本
社
を
水
海
道
に
支
店
を
置
き
常
総
鉄
道

と
し
て
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

　
大
正
２
年
２
月
11
日
に
着
工
し
順
調
に
進

み
、
10
月
に
は
取
手
下
館
間
51
・
６
㎞
全
線

が
一
気
に
完
成
し
、
11
月
１
日
営
業
を
開
始

し
23
日
に
水
海
道
町
に
お
い
て
開
通
式
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
開
業
当
初
は
一
日
６
往
復
で
、

蒸
気
機
関
車
の
牽
引
に
よ
り
客
車
は
２
両
連

結
貨
車
と
一
緒
の
客
貨
車
混
合
運
転
で
し
た
。

取
手
～
水
海
道
22
銭
、
取
手
～
下
館
64
銭
。

水
海
道
か
ら
東
京
ま
で
、
蒸
気
船
で
行
き
が

８
時
間
、
帰
り
が
14
時
間
掛
か
っ
て
い
た
も

の
が
、
取
手
経
由
の
鉄
道
で
は
実
質
乗
車
時

間
２
時
間
30
分
で
行
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
い
ま
す
。

　
節
は
、
病
気
治
療
の
た
め
大
正
３
年
に
九

常
総
地
方
の
交
通
　
常
総
線

  

　
　
　
　
　
　
　
河
合
　
宏

州
に
出
掛
け
、
大
正
４
年
２
月
８
日
に
没
し

て
い
ま
す
の
で
、
常
総
線
の
開
通
に
よ
り
常

磐
線
を
利
用
し
た
期
間
は
、
僅
か
だ
っ
た
こ

と
で
し
ょ
う
。

　
昭
和
３
年
８
月
に
は
、
蒸
気
機
関
車
に
加

え
て
ガ
ソ
リ
ン
動
車
が
２
両
導
入
さ
れ
、
ス

ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
と
輸
送
力
の
向
上
に
な
っ
た

と
い
い
ま
す
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
ガ

ソ
リ
ン
の
消
費
規
制
が
あ
り
代
用
燃
料
で
の

運
転
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。

　
常
総
線
は
そ
の
後
、
昭
和
20
年
に
筑
波
鉄

道
と
合
併
し
「
常
総
筑
波
鉄
道
」
と
し
て
運

営
が
続
い
て
い
ま
し
た
。
昭
和
40
年
、
常
総

筑
波
鉄
道
と
鹿
島
参
宮
鉄
道
が
合
併
し
「
関

東
鉄
道
」
が
誕
生
し
ま
し
た
。

　
現
在
、
常
総
線
は
、
取
手
・
水
海
道
間
の

複
線
化
や
ワ
ン
マ
ン
運
転
等
に
な
っ
て
い
ま

す
が
、
水
戸
線
・
つ
く
ば
エ
ク
ス
プ
レ
ス
・

常
磐
線
を
結
ぶ
地
域
の
交
通
と
し
て
永
遠
に

存
続
し
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。▲常総鉄道の大型ガソリン動車

(常総鉄道(株)30年史)
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か
つ
て
、
現
在
の
常
総
市
は
常
総

地
方
に
お
け
る
文
化
の
中
心
地
で
し

た
。
常
総
地
方
の
学
問
は
こ
こ
を
起

源
と
し
、
文
芸
も
ま
た
こ
の
地
に
根

ざ
し
ま
し
た
。
ま
た
、
商
業
殷い

ん

賑し
ん

の

地
で
あ
り
、
従
っ
て
豪
商
富
家
が
軒

を
並
べ
て
そ
の
繁
栄
を
競
い
ま
し
た
。

そ
れ
ら
の
な
か
に
は
心
を
学
問
に
寄

せ
る
者
も
居
り
ま
し
た
し
、
文
芸
に

志
す
者
も
居
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た

人
び
と
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
当
地
は
、

他
の
地
方
に
比
べ
て
は
る
か
に
文
化

的
水
準
が
高
か
っ
た
の
で
す
。
こ
の

地
は
富
に
お
い
て
優
れ
て
い
た
と
同

時
に
、
そ
の
富
を
利
用
し
て
西
洋
文

化
吸
収
上
に
も
大
き
な
力
を
有
し
て

い
た
の
を
誇
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

　
今
年
度
も
「
芸
術
文
化
の
つ
ど
い
」

の
開
催
を
は
じ
め
と
し
て
「
視
察
研

修
」「
市
民
文
化
祭
」「
文
化
協
会
報
発

行
」
と
、
無
事
に
事
業
を
終
え
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
来
年
度
も
さ
ら

な
る
向
上
を
目
指
し
、
取
り
組
ん
で

参
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
（
小
田
部
芳
美
）

常
総
市
教
育
委
員
会

　
生
涯
学
習
課
（
石
下
庁
舎
内
）

　
常
総
市
新
石
下
４
３
１
０
─

１

電
　
話

　 

０
２
９
７
─

３
０
─

８
８
８
０

Ｆ
Ａ
Ｘ

　 

０
２
９
７
─

４
４
─

７
６
４
６

事
務
局

　
令
和
６
年
度
の
本
校
吹
奏
楽

部
は
、
１
～
３
年
生
44
名
で
、

「
響
け
、
44
人
の
海
西
サ
ウ
ン

ド
！
届
け
全
て
の
人
の
心
に
！

～
聴
い
て
く
だ
さ
る
全
て
の
み

な
さ
ま
に
感
動
を
～
」
を
合
い

言
葉
に
、
日
々
活
動
を
し
て
い

ま
す
。

　
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
音
楽
的

活
動
の
制
限
も
緩
和
さ
れ
、
通

常
の
音
楽
科
の
学
習
で
も
、
合

唱
や
リ
コ
ー
ダ
ー
の
活
動
が
コ

ロ
ナ
禍
前
と
同
様
に
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
伴

い
、
吹
奏
楽
部
の
活
動
も
、
コ

ロ
ナ
禍
前
と
同
様
に
思
い
切
り

楽
器
を
演
奏
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
も
う
一
度
、
基
礎

基
本
を
見
直
そ
う
と
、
部
員
相

互
で
話
し
合
い
、
練
習
の
方
法

を
見
直
し
な
が
ら
、
個
人
で
の

基
礎
練
習
や
、
全
体
で
の
基
礎

合
奏
に
力
を
入
れ
、
演
奏
力
の

向
上
に
努
め
て
い
ま
す
。
こ
う

し
た
努
力
の
結
果
、
茨
城
県
の

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
コ
ン
テ
ス
ト
に

お
い
て
、
県
代
表
と
な
り
東
関

東
大
会
に
出
場
で
き
る
ま
で
に

成
長
し
ま
し
た
。
東
関
東
大
会

出
場
は
、
本
校
吹
奏
楽
部
と
し

て
は
、
平
成
27
年
度
以
来
９
年

ぶ
り
の
快
挙
と
な
り
ま
す
。

　
演
奏
会
や
コ
ン
ク
ー
ル
な
ど

演
奏
の
機
会
も
増
え
、
演
奏
後

に
い
た
だ
く
温
か
な
拍
手
は
大

き
な
励
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。

演
奏
を
通
し
て
仲
間
と
築
い
て

い
く
絆
や
信
頼
関
係
は
、
生
徒

一
人
一
人
の
人
間
形
成
に
お
い

て
大
き
な
力
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
生
徒
一
人
一
人
の

成
長
、
そ
し
て
生
涯
に
渡
っ
て

音
楽
を
愛
好
し
て
い
く
心
情
の

育
成
を
め
ざ
し
て
活
動
を
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
応
援

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

（
吹
奏
楽
部
顧
問
　
木
村
公
一
）

水
海
道
西
中
学
校
吹
奏
楽
部

市
内
　
　
　
　 

吹
奏
楽
部
紹
介

小
中
学
校

高
等
学
校

ス
ト
ー
ブ
に
さ
つ
ま
芋
の
せ
一
時
間
ほ
く
ほ
く
甘
い
お
や
つ
が
出
来
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
タ
ケ
子

仔
猫
来
て
思
い
出
し
た
る
子
育
て
を
川
の
字
に
寝
る
傘
寿
の
夫
婦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
山
　
恵
子

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
娘
の
歌
声
は
う
る
わ
し
く
平
和
を
願
う
想
い
は
ひ
と
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
川
　
栄
子

オ
ナ
モ
ミ
に
食
い
付
か
れ
な
が
ら
這
っ
て
下
り
小
貝
川
土
面
や
わ
ら
か
に
踏
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
山
　
利
子

我
が
母
は
黒
髪
混
ざ
り
白
寿
な
り
杖
も
つ
か
ず
に
日
々
を
過
し
ぬ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
斉
藤
　
和
枝

た
ま
き
は
る
命
受
け
た
る
九き
ゅ
う
じ
ゅ
う
ご

十
五
歳
感
謝
の
心
常
に
思
ひ
ぬ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
藤
　
貞
子

里
山
に
秋
の
七
草
さ
が
そ
う
よ
そ
っ
と
咲
い
て
る
萩
女
郎
花

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
し
げ
美

日
の
丸
の
日
本
の
シ
ン
ボ
ル
あ
ら
た
め
て
ホ
レ
ボ
レ
と
す
る
五
輪
会
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宅
間
　
洋
子

千
姫
の
祭
賑
わ
う
水
海
道
栄
え
し
頃
の
街
並
思
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
永
瀬
　
貞
子

色
づ
い
て
燃
ゆ
る
紅あ
か

や
黄
楓
の
葉
秋
を
彩
る
良
き
景
色
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
村
加
津
子

「
じ
い
じ
い
」
と
ひ
孫
は
写
真
に
言
葉
か
け
あ
の
世
と
こ
の
世
溶
け
合
う
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
古
矢
　
俊
子

し
た
た
め
る
一
筆
箋
は
遠
き
日
の
歌
の
友
か
ら
戴
き
し
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
崎
マ
サ
子

こ
の
暑
さ
人
類
の
危
機
と
思
う
か
な
戦
争
な
ど
は
い
ま
す
ぐ
や
め
ね
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
口
　
二
雄

倒
れ
て
も
這
い
つ
く
ば
っ
て
根
を
生
や
し
コ
ス
モ
ス
の
花
凜
と
咲
き
を
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
関
　
く
に


