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日
本
遺
産
と
水
戸
市
の
文
化
財

こ
と
ば

さ
を
評
価
し
、年
齢
、
性
別
や
身
分
を
超
え
て

庶
民
が
十
分
な
教
育
水
準
に
達
し
て
い
る
こ

と
に
驚
い
て
い
た
記
述
が
残
っ
て
い
る
の
で
す
。

 

日
本
最
大
規
模
の
藩
校　

弘
道
館

　

水
戸
市
の
教
育
遺
産
群
の
代
表
的
存
在
で

あ
る
弘
道
館
は
、
水
戸
藩
第
９
代
藩
主
徳
川

斉
昭
公
が
教
育
に
よ
っ
て
人
心
を
安
定
さ

せ
、
国
を
興
す
た
め
に
設
立
し
た
日
本
最
大

規
模
の
藩
校
で
す
。こ
れ
以
前
に
、水
戸
藩
に

は
歴
史
書「
大
日
本
史
」を
編
さ
ん
し
た
彰
考

館
が
あ
り
、
昔
か
ら
学
問
・
教
育
が
盛
ん
で

し
た
。教
育
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
藩
士

と
そ
の
子
弟
で
、入
学
年
齢
は
15
歳
で
し
た
。

生
涯
教
育
を
原
則
と
し
た
た
め
卒
業
の
制
度

は
な
く
、40
歳
以
上
の
登
校
は
任
意
で
し
た
。

　

学
問
と
武
芸
の
両
方
を
重
視
す
る
「
文
武

一
致
」
の
教
育
方
針
の
も
と
、
文
館
で
は
儒

学
、
礼
儀
、
歴
史
、
天
文
学
、
数
学
、
地
図
、

和
歌
、
音
楽
な
ど
、
武
館
で
は
剣
術
、
兵
学
、

 

近
世
日
本
に
お
け
る
教
育

　

日
本
遺
産
認
定
に
際
し
、
ス
ト
ー
リ
ー
の

着
眼
点
・
切
り
口
と
し
た
の
は
近
世
の
教
育

で
す
。
日
本
で
は
、
近
代
教
育
制
度
の
導
入

前
か
ら
、
支
配
者
層
で
あ
る
武
士
の
み
な
ら

ず
、
多
く
の
庶
民
も
読
み
書
き
・
算
術
が
で

き
、
礼
儀
正
し
さ
を
身
に
付
け
る
な
ど
高
い

教
育
水
準
が
保
た
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は

藩
校
を
は
じ
め
、
様
々
な
階
層
を
対
象
と
し

た
開
放
的
で
自
由
な
学
校
の
普
及
に
よ
る
影

響
が
大
き
く
、
明
治
維
新
以
降
、
い
ち
早
い

近
代
化
を
成
し
遂
げ
た
原
動
力
と
な
り
、
現

代
に
お
い
て
も
、
学
問
・
教
育
に
力
を
入
れ
、

礼
節
を
重
ん
じ
る
日
本
人
の
国
民
性
と
し
て

受
け
継
が
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

　

幕
末
に
来
航
し
た
ペ
リ
ー
な
ど
、近
世
期
に

来
日
し
た
多
く
の
外
国
人
も
、当
時
の
日
本
の

教
育
の
印
象
を
紀
行
文
な
ど
に
記
し
て
い
ま

す
。そ
れ
ら
に
は
、当
時
の
日
本
人
の
礼
儀
正
し

　

水
戸
市
は
、古
く
か
ら
要
衝
の
地
に
あ
り
、

徳
川
御
三
家
の
一
つ
で
あ
る
水
戸
徳
川
家
の

城
下
町
と
し
て
繁
栄
し
て
き
ま
し
た
。
歴
史

と
伝
統
に
育
ま
れ
た
郷
土
を
大
切
に
す
る
市

民
と
と
も
に
、
魅
力
に
あ
ふ
れ
た
文
化
の
香

り
高
い
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
、
各
種
施
策

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
中
、
平
成
27
年
４
月
、
弘
道
館
、

偕
楽
園
な
ど
が
、「
近
世
日
本
の
教
育
遺
産

群
―
学
ぶ
心
・
礼
節
の
本
源
―
」
と
し
て
日

本
遺
産
第
一
号
の
認
定
を
受
け
ま
し
た
。

高
橋　
　

靖

茨
城
県
水
戸
市
長
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の
ほ
か
に
も
、
近
世
日
本
の
教
育
水
準
を
引

き
上
げ
た
彰
考
館
跡
、
そ
こ
で
編
さ
ん
さ
れ

た
大
日
本
史
等
の
文
化
財
が
あ
り
ま
す
。「
教

育
遺
産
群
」
が
現
在
に
引
き
継
が
れ
る
水
戸

に
足
を
運
ん
で
い
た
だ
き
、ぜ
ひ
こ
の
地
で
そ

の
息
吹
を
感
じ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

 

結
び
に

　

本
市
で
は
、風
格
あ
る
歴
史
ま
ち
づ
く
り

を
進
め
る
な
ど
、水
戸
な
ら
で
は
の
個
性
と
魅

力
を
高
め
、に
ぎ
わ
い
と
交
流
を
創
出
し
な
が

ら
、訪
れ
て
み
た
い
、住
ん
で
み
た
い
と
思
わ

れ
る
よ
う
な
選
ば
れ
る
ま
ち
を
目
指
し
て
い

ま
す
。そ
の
た
め
に
も
、す
べ
て
の
市
民
が
将

来
に
わ
た
っ
て
安
心
し
て
暮
ら
し
、幸
せ
を
感

じ
ら
れ
る
ま
ち
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

市
民
の
安
心
で
き
る
暮
ら
し
に
は
、行
政

の
相
談
業
務
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
す
。相
談

業
務
に
つ
い
て
、私
は
、相
談
者
が
安
心
し
て

話
せ
る
よ
う
に
、相
手
の
立
場
に
立
っ
て
話
を

聴
く
こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

行
政
相
談
委
員
の
皆
様
に
は
、
国
の
相
談

窓
口
と
し
て
、
相
談
者
へ
の
助
言
や
関
係
機

関
に
対
す
る
改
善
の
申
し
入
れ
を
行
う
な

ど
、
日
々
ご
尽
力
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
深
く

敬
意
を
表
す
る
次
第
で
す
。
今
後
と
も
、
住

み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
、
地
域
住
民
と

行
政
と
の
架
け
橋
と
な
り
ご
活
躍
さ
れ
ま
す

こ
と
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

表
門
か
ら
の
入
園
が
本
来
の
順
路
で
す
。
幽

暗
な
孟
宗
竹
林
や
大
杉
森
を
通
り
抜
け
中
門

を
く
ぐ
る
と
、
視
界
が
突
然
開
け
一
転
し
て

明
る
い
世
界
が
広
が
り
ま
す
。
こ
れ
は
ま
さ

に
斉
昭
公
が
造
園
に
あ
た
り
意
図
し
た
、
陰

と
陽
の
対
比
で
あ
る
儒
教
の
精
神
を
体
感
で

き
る
よ
う
工
夫
さ
れ
た
も
の
な
の
で
す
。

 

見
直
さ
れ
る
近
世
日
本
の
教
育

　

近
年
、
世
界
各
地
で
は
テ
ロ
が
相
次
ぎ
、

紛
争
地
域
で
は
武
力
衝
突
が
絶
え
ま
せ
ん
。

一
方
、
近
世
の
日
本
は
、
約
２
世
紀
半
に
及

ぶ
争
い
の
な
い
時
代
が
続
き
、「
泰
平
の
御

代
」
と
呼
ば
れ
た
平
和
社
会
を
享
受
す
る
と

同
時
に
、
教
育
の
基
盤
と
な
る
文
字
が
普
及

し
ま
し
た
。
長
期
に
わ
た
る
平
和
や
社
会
の

安
定
は
、
教
育
に
よ
り
支
え
ら
れ
て
達
成
さ

れ
る
こ
と
を
近
世
の
教
育
遺
産
群
は
教
え
て

く
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
弘
道
館
や
偕
楽
園
を

創
設
し
た
斉
昭
公
が
提
唱
し
た
、
教
育
と
は

人
間
修
養
の
営
み
で
あ
る
と
い
う
捉
え
方

は
、
儒
学
の
普
遍
的
な
考
え
方
と
通
底
し
て

い
ま
す
。
価
値
観
が
多
様
化
し
、
各
個
人
が

明
確
な
将
来
像
を
描
き
に
く
い
現
代
に
お
い

て
、
一
層
見
直
さ
れ
る
に
値
す
る
考
え
方
な

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

水
戸
と
い
う
と
多
く
の
方
は
、黄
門
さ
ま
、

納
豆
な
ど
を
ま
ず
連
想
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
こ
こ
に
記
し
た
弘
道
館
や
偕
楽
園

馬
術
、
水
泳
な
ど
、
実
用
的
な
科
目
も
備
え

た
総
合
大
学
と
も
い
え
る
も
の
で
し
た
。
そ

の
教
育
方
針
や
運
営
方
法
、
施
設
等
は
、
松

代
藩
校
文
武
学
校
や
鳥
取
藩
校
尚
徳
館
等
の

他
藩
の
藩
校
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し

た
。
創
建
当
時
か
ら
現
存
す
る
正
門
、
正
庁

や
至
善
堂
は
一
般
公
開
さ
れ
て
お
り
、
館
内

に
入
る
と
、
そ
の
静
寂
と
厳
粛
さ
に
身
の
引

き
締
ま
る
思
い
が
し
ま
す
。

 

教
育
施
設
と
し
て
の
偕
楽
園

　

一
方
、偕
楽
園
は
、一
般
的
に
は
日
本
三
名

園
の
ひ
と
つ
で
あ
り
梅
の
名
所
と
し
て
知
ら

れ
て
い
ま
す
が
、斉
昭
公
に
よ
る
開
設
の
趣

意
は
、園
内
に
現
在
も
残
る
偕
楽
園
記
碑
に

刻
ま
れ
る「
一
張
一
弛
」と
い
う
言
葉
に
端
的

に
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。弓
は
弦
を
張
り
つ
め

る
だ
け
で
な
く
弛
め
る
こ
と
も
大
切
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
こ
そ
強
い
弓
と
な
れ
る
と
い

う
意
味
で
す
。文
武
修
業
の
場
で
あ
る
弘
道

館
と
一
対
の
施
設
と
し
て
、修
業
の
余
暇
に
心

身
を
休
め
る
た
め
に
偕
楽
園
は
造
ら
れ
ま
し

た
。さ
ら
に
偕
楽
園
記
は
、天
地・自
然
の
間
に

厳
存
す
る
陰
と
陽
の
相
反
す
る
も
の
の
調
和

に
よ
っ
て
、万
物
は
健
全
に
育
成
す
る
と
い
う

原
理
に
基
づ
き
、人
間
も
ま
た
心
身
の
調
和

を
図
り
、修
養
に
努
め
よ
と
説
い
て
い
ま
す
。

　

観
光
で
訪
れ
る
方
の
多
く
は
東
門
か
ら
入

園
さ
れ
ま
す
が
、
実
の
と
こ
ろ
、
偕
楽
園
は

水戸市　弘道館
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