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シ
リ
ー
ズ 

文
化
財
の
紹
介

　
豊
玉
の
猪
垣
は
、
元
禄
〜
宝

永
年
間
（
１
６
８
８
〜
１
７
１

１
）
対
馬
藩
あ
げ
て
行
わ
れ
た

猪
狩
り
の
時
に
造
ら
れ
た
も
の

で
は
な
い
か
と
伝
え
ら
れ
、
現

在
、
県
の
有
形
民
俗
文
化
財
に

指
定
さ
れ
て
い
る
石
垣
の
遺
構

が
、
豊
玉
町
塩
浜
の
山
中
に
残

っ
て
い
ま
す
。

　
猪
狩
り
は
江
戸
時
代
全
島
規

模
で
行
わ
れ
、
前
後
９
年
に
及

ぶ
大
事
業
で
し
た
が
、
こ
の
遺

構
を
猪
垣
と
断
定
す
る
に
は
、

い
く
つ
か
の
疑
問
符
が
つ
い
て

い
ま
す
。
①
猪
追
詰
め
の
垣
で

あ
る
な
ら
ば
、
石
垣
で
は
な
く
、

木
柵
で
十
分
で
は
な
い
か
。
②

こ
の
地
区
だ
け
に
堅
固
な
石
垣

を
築
く
必
然
性
が
見
当
た
ら
な

い
等
の
理
由
で
、
こ
の
石
垣
を

猪
狩
り
と
結
び
つ
け
る
に
は
、

さ
ら
に
研
究
調
査
が
必
要
だ
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
で
は
、
い
つ
ご
ろ
何
の
た
め

に
築
か
れ
た
も
の
か
、
そ
れ
に

つ
い
て
は
、
「
馬
の
放
牧
を
す

る
た
め
の
牧
場
に
設
け
ら
れ
た

柵
」
で
は
な
い
か
と
す
る
説
が

あ
り
ま
す
。

　
嘉
吉
〜
応
仁
年
間
（
１
４
４

１
〜
１
４
６
８
）
に
設
置
さ
れ

た
対
馬
の
牧
場
は
、
佐
護
の
中

山
、
廻
の
池
田
、
横
浦
の
長
崎

（
現
指
定
地
）
、
国
府
（
厳
原
）

の
有
明
の
４
カ
所
に
あ
り
、
馬

を
４
千
頭
余
り
放
牧
し
、
中
で

も
長
崎
の
牧
場
が
最
も
広
く
、

東
西
二
里
、
南
北
二
里
半
も
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
「
猪

垣
は
牧
場
の
柵
だ
と
見
れ
ば
色

々
の
疑
問
が
解
け
て
く
る
。
」

と
い
う
説
で
す
。
（
「
猪
垣
に

つ
い
て
」
『
対
馬
風
土
記
』
第

10
号
）

　
基
本
的
に
は
こ
の
説
が
有
力

視
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
疑
問
の

す
べ
て
が
解
か
れ
た
訳
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
４
カ
所
の
う
ち
の

複
数
の
牧
場
に
つ
い
て
、
例
え

ば
絶
壁
等
の
危
険
箇
所
、
あ
る

い
は
山
と
耕
地
の
境
界
等
に
類

似
の
石
垣
が
残
っ
て
い
れ
ば
、

こ
の
説
も
説
得
力
を
増
し
ま
す

が
、
た
だ
一
例（
指
定
地
の
み
）

だ
け
で
は
、
あ
く
ま
で
可
能
性

を
指
摘
し
た
に
過
ぎ
ず
、
な
お

疑
問
は
残
る
。
と
し
て
い
ま
す
。

　
宗
家
記
録
を
は
じ
め
関
係
史

・
資
料
等
に
も
、
こ
の
塩
浜
の

石
垣
と
特
定
で
き
る
石
垣
に
関

す
る
記
録
は
な
く
、
今
の
と
こ

ろ
、
絵
図
や
文
書
史
料
等
で
裏

付
け
ら
れ
な
い
限
り
、
こ
の
疑

問
に
対
す
る
回
答
は
出
な
い
よ

う
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
の
石
垣
が
島
民
の
暮
ら

し
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た

で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像

で
き
、
先
人
の
智
恵
と
協
働
の

精
神
を
後
世
に
伝
え
て
い
く
意

味
は
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
「
豊
玉
町
誌
」
よ
り
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み
な
さ
ん
写
真
の
場
所
が

　
　
ど
こ
だ
か
分
か
り
ま
す
か
？

　
こ
こ
は
国
道
３
８
２
号
線
小
船

越
の
公
衆
ト
イ
レ
か
ら
脇
道
を
徒

歩
１
分
の
場
所
に
あ
る
「
西
の
漕

手
」
で
す
。
″
意
外
″
に
知
ら
な

い
歴
史
が
隠
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
こ
小
船
越
は
三
浦
湾
か
ら
小

さ
な
丘
を
隔
て
て
浅
茅
湾
の
西
の

漕
出
に
接
し
て
い
ま
す
。
小
船
越

の
地
名
は
古
く
か
ら
こ
の
丘
を
船

を
引
い
て
西
に
越
え
東
に
越
え
て

い
た
こ
と
に
由
来
し
ま
す
。
か
つ

て
遣
唐
使
や
遣
新
羅
使
は
、
九
州

本
土
か
ら
三
浦
湾
に
来
て
下
船
し
、

西
の
漕
出
に
用
意
さ
れ
て
た
別
の

船
に
乗
り
換
え
て
大
陸
に
向
か
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
続
日
本

後
紀
巻
第
九
に
も
、
そ
の
記
述
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
対
馬
で
は
常

時
十
隻
の
新
羅
船
が
待
機
し
て
い

た
と
の
こ
と
。
こ
こ
が
大
陸
か
ら

日
本
に
伝
わ
っ
た
文
化
の
入
り
口
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
だ
け
で
浪
漫

を
感
じ
ま
せ
ん
か
？

　
国
道
か
ら
徒
歩
１
分
。
古
の
風

景
が
目
に
飛
び
込
み
、
時
空
を
越

え
た
よ
う
な
錯
覚
に
陥
り
ま
す
。

騒
々
し
さ
が
な
く
、
鳥
の
囀
り
、

風
の
音
、
波
の
音
と
い
っ
た
自
然

界
が
織
り
な
す
音
だ
け
が
耳
に
入

り
、
疲
れ
た
心
身
を
癒
し
て
く
れ

る
そ
ん
な
と
こ
ろ
で
す
。
ま
ず
は

体
感
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　
対
馬
市
観
光
交
流
課
で
は
、
み

な
さ
ん
か
ら
の
情
報
を
お
待
ち
し

て
お
り
ま
す
。
「
こ
ん
な
と
こ
ろ

が
あ
る
よ
」
と
い
っ
た
場
所
が
あ

り
ま
し
た
ら
、
ド
シ
ド
シ
お
寄
せ

く
だ
さ
い
。

こ
い

で

い
に
し
え

さ
え
ず




