
１
．
は
じ
め
に

２
０
２
０
年
に
、
国
指
定
の
重
要
文

化
財
で
あ
る
喜
多
家
住
宅
が
野
々
市
市

に
寄
贈
さ
れ
た
。
建
物
は
、
明
治
24
年

（
１
８
９
１
）
の
野
々
市
大
火
で
ほ
と

ん
ど
が
焼
失
し
た
後
に
、
金
沢
市
材
木

町
の
醤
油
屋
田
井
屋
惣
兵
衛
の
主
屋
を

買
い
求
め
て
同
年
の
11
月
に
移
築
し
完

成
し
た
も
の
で
あ
る
。
通
り
に
面
し
て

間
口
７
間
半
も
あ
る
大
型
の
町
家
で
、

元
は
文
政
か
ら
天
保
期
（
１
８
１
８
～

１
８
４
３
）
頃
に
建
て
ら
れ
た
も
の
と

さ
れ
て
い
る
。
座
敷
に
面
す
る
庭
園
も

座
敷
か
ら
眺
め
た
り
、
座
敷
を
中
心
に

歩
き
回
っ
た
り
で
き
る
形
を
持
つ
こ
と

か
ら
、
建
物
移
築
と
同
時
期
に
作
庭
さ

れ
た
と
思
わ
れ
る
。
庭
園
の
大
き
な
特

徴
と
し
て
は
、
地
域
を
流
れ
る
農
業
用

水
を
引
き
込
ん
で
い
る
こ
と
、
ま
た
そ

れ
を
庭
園
の
泉
水
と
し
て
利
用
し
て
い
る
こ
と
、
庭
園
に
入
れ
る
前
に
蔵
前
に

お
い
て
洗
い
場
の
水
と
し
て
活
用
し
て
い
る
こ
と
、
庭
園
内
に
流
し
た
後
に
酒

造
の
作
業
場
で
使
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
庭
園
形
態
に
ど
の
よ
う

に
関
係
し
て
い
る
の
か
現
況
を
も
と
に
考
察
を
行
っ
た
。

２
．
庭
園
形
態
の
特
徴
と
現
況

昭
和
54
年
（
１
９
７
９
）
に
作
庭
家
で
あ
る
野
村
勘
治
氏
ら
に
よ
り
実
測
調

査
が
行
わ
れ
、
作
成
さ
れ
た
平
面
図
が
野
々
市
市
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
当
時

よ
り
植
栽
に
若
干
の
変
更
が
加
え
ら
れ
、
そ
の
現
況
は
次
の
よ
う
で
あ
る
（
図

－

２
）。
こ
の
庭
は
屋
敷
の
主
庭
と
し
て
客
座
敷
の
北
側
に
広
が
る
。
座
敷
前

の
土
縁
か
ら
眺
め
ら
れ
る
部
分
で
東
西
１
５
．
６
メ
ー
ト
ル
、
南
北
１
６
．
０

メ
ー
ト
ル
、
広
さ
１
９
２
．
２
平
方
メ
ー
ト
ル
あ
る
。
中
央
に
は
池
、
北
西
に

築
山
が
設
え
ら
れ
た
池
泉
回
遊
式
の
庭
園
で
あ
り
、
東
側
に
茶
室
前
の
露
地
が

広
が
る
。
土
縁
か
ら
は
見
え
な
い
が
、
座
敷
西
側
の
旅
客
用
便
所
・
風
呂
西
側

に
幅
２
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
庭
園
の
し
つ
ら
え
が
広
が
る
。

池
に
は
二
筋
の
水
路
が
流
れ
込
む
。
建
物
西
側
の
狭
い
部
分
を
通
っ
て
南
西

側
か
ら
細
い
も
の
が
、
西
側
か
ら
太
い
も
の
が
入
る
。
合
流
す
る
部
分
が
広
く

作
ら
れ
、
池
に
見
立
て
た
形
と
な
っ
て
い
る
。
南
西
側
の
細
い
水
路
に
は
南
側

道
路
側
溝
に
水
の
取
り
入
れ
口
が
あ
る
。
道
路
の
排
水
側
溝
で
あ
り
、
普
段
は
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水
流
が
無
く
水
が
流
れ
込

み
に
く
い
形
態
と
な
っ
て

い
る
こ
と
が
確
認
で
き

た
。
前
所
有
者
か
ら
の
伝

聞
に
よ
る
と
50
年
以
上
に

わ
た
り
水
の
流
れ
は
な

い
。
現
状
で
は
水
路
及
び

池
部
分
に
は
土
砂
が
堆
積

し
、
草
が
繁
茂
し
か
け
た

状
態
で
あ
る
。
西
側
か
ら

の
太
い
水
路
は
、
敷
地
西

側
に
沿
っ
て
南
か
ら
北
に

流
れ
る
農
業
用
水
を
角
落

と
し
の
堰
に
よ
り
分
岐
し

た
も
の
で
あ
る
。
現
状
で

は
用
水
の
水
位
が
高
い
際

に
、
水
深
３
～
４
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
程
度
で
庭
園
内

を
流
れ
る
。
水
路
北
側
の

石
組
や
雪
見
灯
籠
の
脚
部

分
の
水
流
に
よ
る
変
色

が
、
そ
れ
よ
り
は
15
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
高
い
こ

と
や
、
水
路
が
流
れ
込
む

作
業
場
屋
内
で
作
業
に
使

用
さ
れ
て
い
た
こ
と
か

ら
、
か
つ
て
は
多
量
の
水

が
流
れ
て
い
た
も
の
と
思
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８11

図-２ 庭園の現況（ 元図「喜多家庭園平面図」野村勘治・加藤隆七 作図 野々市市所有 ）



わ
れ
る
。

石
組
は
こ
れ
ら
の
二
筋

の
水
路
の
北
側
に
据
え
ら

れ
て
い
る
。
手
前
の
細
い

水
路
に
か
か
る
橋
の
西
側

に
は
、
土
縁
前
に
置
か
れ

た
蹲
の
背
景
を
作
る
よ
う

に
大
き
な
石
が
据
え
ら
れ

て
い
る
。
正
面
の
築
山
部

分
に
は
様
々
な
色
の
石
が

組
ま
れ
て
い
る
。
使
わ
れ

て
い
る
石
の
多
く
は
丸
み

を
帯
び
た
優
し
い
も
の
な

が
ら
、
侵
食
の
跡
を
見
せ

る
表
情
豊
か
な
も
の
が
使

わ
れ
て
い
る
。
太
い
水
路

に
か
か
る
西
側
の
石
橋
の

袖
は
、
自
然
石
の
表
情
が

見
え
る
も
の
と
な
っ
て
お

り
、
こ
の
正
面
石
組
と
連

続
し
た
眺
め
を
作
っ
て
い

る
。
ま
た
中
央
部
に
置
か

れ
た
雪
見
灯
籠
に
隠
れ
て

は
い
る
が
、
滝
組
が
見
ら

れ
る
。
錆
び
た
鉄
管
が
天

端
の
石
の
間
に
設
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
か
つ

て
は
水
を
落
と
し
て
い
た

様
子
が
窺
え
る
。
細
い
水

路
に
か
か
る
石
橋
は
、
石

製
の
円
筒
の
井
戸
側
を
半

割
り
に
し
た
も
の
を
脚
と

し
て
平
板
石
を
乗
せ
た

凝
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
築
山
の
背
後
は
座
敷

か
ら
見
え
な
い
が
、
玉
石

積
み
が
設
け
ら
れ
て
い

る
。
石
組
な
ど
に
様
々
な

色
の
石
が
用
い
ら
れ
、
園

路
途
中
に
筏
に
組
ま
れ
た

石
も
あ
り
、
こ
の
地
域
の

造
園
技
術
の
特
徴
が
見
ら

れ
る
。

庭
内
の
回
遊
路
は
、
土

縁
を
出
て
左
回
り
に
巡
る

と
、
景
色
の
変
化
が
大
き

く
、
右
回
り
よ
り
楽
し
め

る
作
り
と
な
っ
て
い
る
。

沓
脱
石
か
ら
正
面
の
滝
を

眺
め
な
が
ら
北
側
に
向

か
っ
て
飛
石
を
伝
い
石
橋

を
渡
る
。
渡
る
際
に
西
側

の
石
橋
を
望
む
。
石
組
に

よ
り
深
い
谷
と
し
て
の
景

色
が
作
ら
れ
て
お
り
、
山

に
踏
み
込
む
雰
囲
気
を
見
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図-４ 農業用水に設けられた角落とし堰 図-３ 二つの流れの合流部（手前）と築山の石組

図-６ 細い流れに掛かる井戸側を利用した石橋 図-５ 滝組上部 鉄管の露出 コインは100円玉



せ
て
い
る
。
渡
っ
た
先
に

は
景
石
が
据
え
ら
れ
、
手

前
の
平
坦
な
俗
世
か
ら
神

聖
な
山
の
世
界
に
入
る
よ

う
な
様
子
が
演
出
さ
れ
て

い
る
。
築
山
の
石
段
を
登

る
と
層
塔
の
あ
る
高
み
に

至
る
。
振
り
返
る
と
天
上

か
ら
俗
世
を
見
下
ろ
す
よ

う
に
、
池
の
水
面
越
し
に

座
敷
を
望
む
形
と
な
る
。

植
栽
も
大
き
な
木
々
が
茂

り
、
築
山
の
上
な
が
ら
囲

僥
感
の
強
い
空
間
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
場
所
か
ら

の
南
側
に
対
し
て
の
眺
め

で
は
、
旅
客
用
便
所
・
風

呂
の
庭
園
空
間
が
細
長
く

伸
び
て
お
り
、
奥
行
き
の

深
い
眺
め
を
呈
し
て
い

る
。
石
橋
を
二
つ
渡
っ

て
、
土
縁
前
に
戻
る
道
行

は
天
上
と
俗
世
の
遠
さ
を

強
調
し
て
い
る
よ
う
に
作

ら
れ
て
い
る
。

座
敷
か
ら
の
眺
め
に
お

い
て
は
、
手
前
の
蹲
、
細

い
水
路
対
岸
の
石
組
、
奥

の
築
山
の
石
組
、
築
山
後

ろ
の
高
木
、
土
蔵
の
化
粧

壁
が
重
な
り
、
奥
行
き
の

深
い
眺
め
を
呈
し
て
い

る
。
築
山
付
近
は
こ
れ
ら

高
木
に
よ
り
暗
い
雰
囲
気

が
、
池
よ
り
手
前
の
平
坦

部
は
開
け
た
明
る
い
雰
囲

気
が
あ
る
。
こ
の
明
る
さ

の
対
比
も
奥
行
き
を
強
調

す
る
仕
掛
け
の
一
部
と

な
っ
て
い
る
。

東
側
は
茶
室
に
至
る
露

地
と
な
っ
て
い
る
。
土
縁

の
中
に
は
荒
天
で
も
使
用

で
き
る
腰
掛
待
合
が
し
つ

ら
え
ら
れ
て
い
る
が
、

い
っ
た
ん
外
を
回
っ
て
茶

室
に
至
る
道
行
も
設
け
ら

れ
て
い
る
。

こ
の
庭
の
特
徴
と
し

て
、
数
多
く
の
灯
籠
が
置

か
れ
て
い
る
点
が
あ
げ
ら

れ
る
。
自
然
石
の
形
を
そ

の
ま
ま
使
っ
た
も
の
、
時

代
の
流
行
り
で
あ
っ
た
と

言
わ
れ
る
小
屋
型
の
も
の

の
ほ
か
、
配
置
に
つ
い
て
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図-８ 築山から座敷に向けての眺め 図-７ 東の石橋より見る西側の石橋

図-10 細い流れの西側から茶庭に向けての眺め 図-９ 細い流れの西側の石組



は
滝
組
を
隠
す
よ
う
に
置
か
れ
た
も
の
や
座
敷
か
ら
見
え
に
く
い
位
置
に
置
か

れ
た
も
の
、
と
て
も
近
い
距
離
に
置
か
れ
た
二
つ
の
も
の
も
見
ら
れ
る
。
中
に

は
崩
れ
た
も
の
も
あ
り
、
扱
い
方
は
課
題
と
言
え
る
。

植
栽
に
つ
い
て
は
、
昭
和
54
年
（
１
９
７
９
）
の
調
査
に
お
い
て
記
録
さ
れ

た
高
木
、
中
低
木
の
う
ち
茶
室
前
の
複
数
の
ス
ギ
や
サ
ワ
ラ
、
築
山
周
辺
の
モ

ミ
ジ
、
ゴ
ヨ
ウ
マ
ツ
、
旅
客
用
便
所
前
の
ツ
バ
キ
、
ア
カ
マ
ツ
、
サ
ン
ゴ
ジ
ュ
が

撤
去
さ
れ
て
い
る
が
、
多
く
は
そ
の
ま
ま
生
育
し
て
い
る
。
庭
園
外
に
な
る
が

北
東
部
の
木
戸
を
出
た
先
に
大
き
な
ク
ス
ノ
キ
は
、
土
蔵
と
共
に
庭
園
の
緑
濃

い
背
景
と
な
っ
て
い
た
が
、
土
蔵
と
水
路
護
岸
の
保
全
の
た
め
令
和
３
年
（
２

０
２
１
）
に
伐
採
撤
去
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
態
な
が
ら
も
築
山
に
生
育
す

る
常
緑
樹
は
眺
め
の
背
景
を
し
っ
か
り
形
成
し
て
い
る
一
方
、
成
長
し
す
ぎ
て

管
理
し
に
く
い
状
態
に
あ
る
と
も
言
え
る
。
手
前
の
平
庭
に
は
、
池
の
縁
に

沿
っ
て
サ
ツ
キ
ツ
ツ
ジ
が
繁
茂
し
て
い
る
。
座
敷
か
ら
見
る
と
池
、
築
山
の
石

組
を
隠
す
ほ
ど
の
大
き
さ
に
生
育
し
て
お
り
、
切
り
戻
し
な
ど
修
正
が
必
要
な

状
態
と
な
っ
て
い
る
。

３
．
作
庭
の
工
夫
に
つ
い
て

（
１
）
二
つ
の
流
れ

喜
多
家
の
立
地
す
る
こ
の
地
域
の
地
形
は
、
南
か
ら
北
向
き
に
低
く
な
っ
て

い
る
。
ま
た
西
か
ら
東
向
き
に
低
く
な
っ
て
い
る
。
一
つ
の
勾
配
と
し
て
座
敷

の
方
が
高
く
、
庭
園
奥
に
向
か
っ
て
低
く
な
っ
て
い
る
。
も
う
一
つ
の
勾
配
と

し
て
、
座
敷
か
ら
見
て
左
が
高
く
右
が
低
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
庭
園
に
流
れ

を
導
入
し
よ
う
と
し
た
場
合
、
素
直
な
形
と
す
れ
ば
座
敷
の
方
か
ら
庭
園
奥
に

向
か
っ
て
流
れ
る
形
か
、
庭
園
左
の
板
塀
側
か
ら
作
業
場
に
向
か
っ
て
流
れ
る

形
と
な
る
。
流
れ
を
一
本
入
れ
よ
う
と
し
た
場
合
、
南
か
ら
北
に
流
れ
る
、
つ

ま
り
座
敷
か
ら
見
る
と
手
前
か
ら
逃
げ
て
ゆ
く
形
態
と
な
り
、
水
の
見
え
方
と

し
て
は
物
足
り
な
い
も
の
と
な
る
。
ま
た
も
う
一
つ
の
西
か
ら
東
に
向
か
う
勾

配
に
沿
っ
た
流
れ
と
す
る

場
合
、
流
れ
を
横
か
ら
見

る
こ
と
と
な
り
迫
力
に
欠

け
る
。
単
調
さ
を
避
け
て

段
差
を
設
け
る
と
し
て

も
、
段
差
は
南
か
ら
北
に

下
る
勾
配
に
沿
っ
て
や
や

北
、
つ
ま
り
庭
園
の
奥
を

向
い
て
し
ま
っ
て
見
え
に

く
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま

う
。
こ
の
解
決
策
の
一
つ

と
し
て
、
流
れ
を
二
本
設

け
、
そ
れ
ら
の
合
流
部
分

を
池
の
よ
う
に
広
く
し
、

流
れ
と
は
異
な
る
形
態
と
す
る
こ
と
で
、
一
本
で
は
単
純
、
単
調
と
な
り
が
ち

な
見
え
方
を
複
雑
な
も
の
と
し
て
い
る
。

こ
の
合
流
部
分
を
作
る
こ
と
で
、
庭
園
全
体
の
見
え
方
に
奥
行
き
が
生
ま
れ

て
い
る
。
合
流
部
分
の
左
手
は
、
池
状
の
水
面
に
伸
び
る
出
島
と
し
て
奥
の
水

面
を
隠
し
、
こ
の
広
が
り
を
全
部
見
せ
な
い
こ
と
で
さ
ら
に
広
く
感
じ
さ
せ
る

仕
掛
け
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
出
島
の
手
前
側
に
迫
力
あ
る
石
組
が
設
け

ら
れ
て
い
る
。
奥
の
築
山
の
護
岸
と
重
な
り
、
深
い
眺
め
を
形
成
し
て
い
る
。

眺
め
だ
け
で
な
く
、
回
遊
路
の
道
行
は
細
い
流
れ
と
太
い
流
れ
の
二
つ
を
渡
る

こ
と
で
、
歩
む
も
の
に
築
山
の
深
さ
を
感
じ
さ
せ
る
作
り
と
な
っ
て
い
る
。

（
２
）
流
れ
の
始
ま
り

南
か
ら
の
流
れ
で
あ
る
細
い
流
れ
は
、
建
物
の
西
側
に
沿
っ
て
北
に
向
か
っ

て
流
れ
、
座
敷
か
ら
北
に
向
い
て
庭
を
眺
め
る
者
に
と
っ
て
は
、
視
界
の
左
端

か
ら
徐
々
に
見
え
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
。
庭
園
の
景
色
に
突
然
と
現
れ
る
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図-11 細い流れの流入箇所



の
で
は
な
い
点
に
作
庭
者

の
意
図
が
感
じ
ら
れ
る
。

ま
た
、
太
い
流
れ
で
あ
る

西
か
ら
の
流
れ
は
、
西
側

の
板
塀
下
か
ら
引
き
込
ま

れ
て
い
る
。
座
敷
か
ら
眺

め
た
場
合
、
出
島
の
向
こ

う
に
重
な
る
築
山
の
間
か

ら
流
れ
る
よ
う
に
作
ら
れ

て
い
る
。
築
山
の
手
前
に

水
の
取
入
口
を
作
る
こ
と

も
可
能
で
あ
る
が
、
こ
れ

で
は
塀
の
足
元
に
ぽ
っ
か

り
と
穴
が
空
き
、
庭
園
の

外
の
気
配
も
入
り
込
ん
で

し
ま
っ
て
、
設
え
と
し
て

は
み
っ
と
も
な
い
も
の
と

な
る
。
築
山
の
一
部
を
堀

割
に
す
る
こ
と
で
流
れ
の

始
ま
り
が
見
え
ず
、
深
山

か
ら
流
れ
て
く
る
よ
う
な

形
の
演
出
と
な
る
工
夫
が

見
え
る
。

（
３
）
流
れ
の
終
わ
り

庭
園
を
流
れ
た
水
は
、

東
側
の
作
業
場
の
壁
下
へ

流
れ
込
む
。
こ
の
仕
舞
方

は
難
し
い
部
分
で
あ
る
。
こ
の
庭
園
の
場
合
、
建
物
か
ら
突
き
出
し
た
袖
壁
と

高
木
植
栽
に
よ
り
、
建
物
内
へ
流
れ
込
む
様
子
を
隠
し
て
い
る
。
流
れ
の
終
わ

り
で
あ
る
端
部
を
見
せ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
意
匠
的
に
は
「
終
わ
っ
て
い
な

い
」
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
だ
ま
だ
先
に
続
く
長
い
流
れ
の
演
出
と
い
え

る
。
ま
た
、
袖
壁
に
隠
さ
れ
た
部
分
が
あ
る
こ
と
で
、
庭
園
空
間
と
建
物
の
関

係
が
曖
昧
な
も
の
と
な
り
、
限
ら
れ
た
空
間
な
が
ら
広
が
り
を
感
じ
さ
せ
る
形

態
と
な
っ
て
い
る
。
袖
壁
の
存
在
は
庭
園
全
体
の
見
え
方
に
大
き
く
影
響
し
て

い
る
。

（
４
）
水
音

庭
内
の
二
つ
の
流
れ
の
中
に
は
、
段
差
は
な
い
が
水
音
が
響
い
て
い
る
。
音

源
は
庭
の
外
に
あ
る
。
西
側
の
板
塀
の
外
側
に
沿
っ
て
流
れ
る
用
水
か
ら
、
庭

内
に
水
を
引
き
込
む
箇
所
に
角
落
と
し
の
堰
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
発

生
し
た
水
音
が
太
い
流
れ
に
沿
っ
て
庭
内
に
伝
わ
っ
て
き
て
い
る
。
築
山
の
中

で
太
い
流
れ
に
掛
か
る
橋
は
石
で
で
き
て
お
り
、
ま
た
橋
を
支
え
る
橋
台
も
石

積
と
な
っ
て
い
る
。
硬
い
も
の
で
で
き
た
ト
ン
ネ
ル
状
の
橋
下
の
空
間
で
水
音

が
反
響
し
て
、
庭
内
に
伝
わ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。

４
．
作
庭
計
画
に
関
す
る
考
察

庭
園
に
お
け
る
流
れ
設
置
の
工
夫
に
つ
い
て
眺
め
て
き
た
。
喜
多
家
の
場
合

は
、
庭
園
で
の
活
用
の
前
後
に
屋
敷
の
内
部
に
お
い
て
活
用
し
て
い
る
点
が
大

き
な
特
徴
と
言
え
る
。
建
物
の
内
外
で
連
続
し
て
水
が
利
用
さ
れ
る
こ
の
形
態

は
、
作
庭
家
が
庭
園
だ
け
の
形
態
を
考
え
て
実
現
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
ま

た
建
物
だ
け
の
使
い
勝
手
を
考
え
て
作
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
建
物
に
お
け

る
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
の
配
置
を
把
握
し
た
上
で
建
物
と
庭
園
が
作
ら
れ
な
い

と
、
実
現
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
喜
多
家
は
明
治
半
ば
に
元
の
建
物
を
火
災
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図-13 太い流れに掛かる石橋と橋台 図-12 流れの終わり部分（奥右は袖壁）



で
失
い
、
酒
造
業
務
継
続
の
た
め
早
急
な
再
建
の
た
め
に
金
沢
に
あ
る
建
物
を

求
め
た
。
新
築
で
な
く
移
築
を
選
ん
だ
こ
と
は
、
急
い
で
い
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
土
地
に
移
築
す
る
際
に
、
地
域
の
地
形
を
把
握
し

な
が
ら
、
近
隣
を
流
れ
る
水
を
ど
の
よ
う
に
活
用
す
る
か
、
計
画
段
階
で
の
俯

瞰
的
な
検
討
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
急
ぐ
中
、
こ
の
よ
う
な
計
画
が
な
さ
れ

た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
評
価
に
値
す
る
。
分
業
が
進
ん
だ
現
代
で
は
ほ
と
ん
ど

見
ら
れ
な
い
が
、
地
域
、
敷
地
、
庭
園
、
建
物
の
全
て
に
つ
い
て
差
配
で
き
る
能

力
を
持
っ
た
人
物
が
い
た
と
思
わ
れ
る
。

建
物
が
移
築
さ
れ
た
年
代
は
明
治
24
年
（
１
８
９
１
）
と
明
ら
か
で
あ
る
が
、

作
庭
の
時
期
は
明
確
と
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
喜
多
家
に
お
い
て

は
地
域
の
広
い
範
囲
の
地
勢
を
活
か
し
た
敷
地
計
画
、
建
築
計
画
が
あ
り
、
庭

園
で
は
水
の
流
れ
に
代
表
さ
れ
る
細
か
な
魅
力
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
作
庭
の
時
期
は
、
建
物
移
築
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

５
．
終
わ
り
に

野
々
市
市
は
、
国
指
定
重
要
文
化
財
で
あ
る
喜
多
家
住
宅
の
寄
贈
を
受
け
、

令
和
３
年
度
に
そ
の
保
存
活
用
計
画
を
ま
と
め
た
。
そ
の
中
で
、
住
宅
建
物
の

環
境
保
全
計
画
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、
敷
地
内
の
屋
外
空
間
に
つ
い
て
調
査

を
行
っ
た
。
そ
の
際
、
地
域
の
用
水
の
状
況
を
見
て
回
る
機
会
が
あ
り
、
そ
の

様
子
か
ら
見
た
目
で
は
気
づ
き
に
く
い
緩
や
か
な
地
勢
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で

き
た
。
喜
多
家
の
場
合
、庭
に
用
水
の
水
を
引
き
込
ん
で
い
た
こ
と
と
同
時
に
、

建
物
内
に
お
い
て
も
水
を
利
用
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
地
域
の
地
勢
と
建
物
及

び
庭
園
形
態
の
関
係
性
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
た
。
庭
園
を
扱
う
際
に
は
、
こ

の
よ
う
な
地
域
的
な
背
景
ま
で
は
中
々
語
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
よ
う
に
思

う
。
喜
多
家
の
位
置
す
る
本
町
周
辺
に
は
、
用
水
を
取
り
入
れ
た
敷
地
が
い
く

つ
か
あ
り
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
て
い
る
か
気
に
な
る
と
こ
ろ
で

あ
り
、
今
後
調
査
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
い
。
今
回
の
調
査
検
討
を
通
し
て
、

敷
地
内
の
庭
園
の
形
態
、建
物
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
特
性
を
把
握
す
る
に
は
、

敷
地
内
で
完
結
せ
ず
地
域
的
な
視
点
を
も
っ
て
眺
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ

と
を
認
識
し
た
。
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