
　

今
回
は
、
少
し
だ
け
内
容
を
変
更
し
て
お
送
り
し

ま
す
。
非
常
に
残
念
な
お
知
ら
せ
で
す
が
、
下
野
市

民
の
宝
で
、
国
指
定
史
跡
下
野
薬
師
寺
跡
の
シ
ン
ボ

ル
と
も
言
う
べ
き
復
元
回
廊
に
黒
色
の
マ
ジ
ッ
ク
で

落
書
き
が
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。落
書
き
の
内
容
は
、

二
名
の
個
人
名
と
日
付
で
し
た
。
目
的
は
わ
か
り
ま

せ
ん
が
、日
付
か
ら
判
断
す
る
と
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
イ
ー

ク
に
史
跡
を
訪
れ
た
際
に
書
い
た
よ
う
で
す
。
書
か

れ
た
場
所
は
、
回
廊
の
北
東
隅
外
側
の
腰こ
し

長な
げ
し押
と
呼

ば
れ
る
部
材
で
、
朱
色
に
塗
ら
れ
て
い
る
場
所
で
し

た
。
実
は
落
書
き
は
今
回
が
二
度
目
で
す
。
前
回
も

今
回
も
記
録
と
し
て
保
存
し
、そ
の
後
に
消
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
一
度
汚
さ
れ
た
箇
所
は
き
れ
い
に
は
消
え

ず
痕
が
残
り
ま
す
。

　

一
度
目
の
落
書
き
は
二
年
ほ
ど
前
に
、
や
は
り
類

似
す
る
場
所
に
書
か
れ
ま
し
た
。
偶
然
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
二
回
と
も
使
用
し
た
マ
ジ
ッ
ク
の
種
類
や

書
き
方
・
内
容
が
非
常
に
似
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

文
化
財
担
当
者
は
、
古
代
の
遺
跡
か
ら
出
土
す
る

文
字
資
料
な
ど
を
分
類
し
、
比
較
す
る
こ
と
も
仕
事

と
し
て
い
ま
す
。
下
野
国
分
寺
跡
か
ら
は
、
焼
成
前

の
瓦
に
ヘ
ラ
の
よ
う
な
道
具
を
用
い
て
文
字
を
記
し

た
も
の
が
、
約
三
千
点
出
土
し
て
い
ま
す
。
文
字
の

内
容
は
、
古
代
下
野
国
内
の
郡
や
郷ご

う

の
名
称
が
大
半

で
す
。
現
在
の
足
利
市
内
に
位
置
す
る
梁や

な
だ田

の
「
田
」

な
ど
は
、
筆
跡
や
文
字
の
大
き
さ
な
ど
の
特
徴
か
ら

六
種
類
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
塩し
お
や谷

郡（
当

時
は
塩し
お
の
や屋
）
の
「
塩
」
も
四
種
類
に
分
類
す
る
こ
と

が
で
き
、
一
つ
の
種
類
を
一
人
の
書
き
手
の
癖
と
す

る
と
そ
こ
か
ら
書
い
た
人
数
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、

記
入
す
る
部
位
も
そ
れ
ぞ
れ
個
人
差
が
顕け
ん
ち
ょ著

に
現
れ

ま
す
。調
査
と
し
て
作
業
す
る
の
な
ら
い
い
の
で
す
が
、

文
化
財
へ
の
落
書
き
を
比
較
・
分
類
す
る
作
業
ほ
ど

残
念
で
無
駄
な
仕
事
は
あ
り
ま
せ
ん
。
特
に
今
回
は
、

東
日
本
大
震
災
の
被
災
修
理
の
た
め
、
平
成
二
四
年

度
に
国
庫
補
助
事
業
と
し
て
白
壁
を
修
理
し
柱
な
ど

の
部
材
の
朱
色
を
塗
り
直
し
た
後
で
、
今
後
、
十
年

は
修
理
を
し
な
く
て
済
む
と
考
え
て
い
た
た
め
、
非

常
に
残
念
で
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
朱
色
も
科
学
塗
料

で
な
く
日
光
東
照
宮
な
ど
の
二
社
一
寺
に
も
使
わ
れ

て
い
る
古
代
か
ら
の
技
法
に
よ
る
も
の
で
、
特
に
手

間
と
費
用
が
か
か
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
残
念

な
行
為
が
無
け
れ
ば
、
そ
の
分
だ
け
ほ
か
の
作
業
を

進
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

近
年
、
日
本
だ
け
で
な
く
世
界
遺
産
へ
の
落
書
き

被
害
が
多
い
と
繰
り
返
し
報
道
が
さ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
を
代
表
す
る
富
士
山
の
神
社
や
姫
路
城
な
ど
有

名
な
城じ
ょ
う
か
く郭、
奈
良
の
寺
々
な
ど
が
被
害
に
あ
っ
て
い

ま
す
。
古
代
か
ら
の
文
化
財
や
自
然
遺
産
は
一
度
壊

し
た
ら
元
に
は
戻
り
ま
せ
ん
。
人
間
が
つ
く
り
出
し

た
文
化
財
は
、
長
年
の
風
雪
に
耐
え
、
私
達
の
先
祖

が
長
い
間
大
切
に
保
護
し
伝
承
し
て
く
れ
た
宝
で
す
。

こ
の
よ
う
な
貴
重
な
文
化
財
を
こ
れ
だ
け
文
化
と
文

明
の
発
達
し
た
中
で
生
活
を
し
て
い
る
現
代
人
が
、

わ
ざ
わ
ざ
傷
を
つ
け
る
悪い

た
ず
ら戯

は
許
し
難が
た

い
恥は

ず
べ
き

行
為
で
す
。

　

奈
良
時
代
、
平
へ
い
じ
ょ
う
き
ゅ
う

城
宮
や
下
野
国
府
、
下
野
薬
師
寺
・

下
野
国
分
寺
の
よ
う
な
公
共
施
設
の
白
い
築
地
塀
な

ど
に
落
書
き
な
ど
を
し
た
ら
〝
あ
っ
〞
と
い
う
間
に

衛え

じ士
（
護
衛
兵
士
）
に
身
柄
を
拘こ
う
そ
く束

さ
れ
、
朱す
ざ
く
も
ん

雀
門

な
ど
大
勢
の
人
が
集
ま
る
広
場
で
、
衆し

ゅ
う
も
く目

の
面
前
で

鞭む
ち

打う

ち
の
刑
に
さ
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

残
念
な
恥
ず
べ
き
落
書
き

下野国分寺金堂跡出土
ヘラ書き「田」
6種類のうちの 4種類です。書き方に特徴があること
がわかります。
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