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特集拿文化財保護法制定から 60年

亘門，

文
化
財
保
護
怯
が
成
立
す
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た

の
が
昭
和
24
年
1
月
26
日
の
法
隆
考
競
堂
壁
面
の
焼

損
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
文
化
財

の
保
談
に
関
心
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
、
焼
失
当
時

の
映
像
を
初
め
て
見
た
時
の
ご
と
を
思
い
出
し
ま

す
。
黒
こ
げ
に
な
っ
た
金
堂
一
の
柱
の
前
マ
果
然
と
立

ち
つ
く
さ
れ
て
い
る
当
時
の
佐
伯
貫
首
の
姿
は
、
今

も
私
の
脳
裏
に
焼
き
付
い
て
離
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
焼
失
か
ら

60
年
、
今
法
腔
寺
を
訪
れ
、
境
内

を
歩
い
て
み
て
も
、
そ
う
し
た
悲
惨
な
状
況
を
臭
わ

せ
る
も
の
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん
。
主
っ
た
＜
予
期
せ

ぬ
突
発
事
故
で
あ
り
な
が
ら
、
文
化
と
い
う
の
は
不

死
鳥
の
ご
と
＇
＼
し
た
た
か
に
再
生
を
繰
り
返
し
て
い

る
の
で
す
。

つ
な
が
り
を
も
っ
た
広
さ
の
あ
る
も
の
と
し
て
、
い

わ
ば
厚
み
を
も
っ
た
阿
と
し
て
文
化
財
を
把
掲
し
よ

う
と
い
う
も
釘
で
し
た
。

こ
う
し
た
文
化
財
保
設
の
方
阿
性
は
平
成

8
年
の

「
登
録
文
化
財
」
制
度
の
置
寺
＼
に
よ
っ
て
よ
り
い
っ

そ
う
時
代
の
契
求
危
反
映
す
る
も
の
と
な
り
ま
す
。

重
要
文
化
財
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
も
の
は
保
護

の
対
象
に
な
る
が
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
収
灯
壊
し

や
廃
棄
の
対
象
に
な
り
が
ら
で
す
。
将
来
価
値
あ
る

文
化
財
と
し
て
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ

な
い
、
い
わ
ゆ
る
指
定
文
化
財
の
予
備
軍
が
急
激
に

泊
滅
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
特
に
そ

の
危
械
に
さ
ら
さ
れ
た
の
が
町
屋
や
民
家
等
の
建
造

物
で
し
た
。
「
登
録
文
化
財
」
の
制
度
は
建
造
物
か

ら
ス
タ
ー
ト
し
た
わ
け
で
す
が
、
こ
の
訓
度
は
そ
う

し
た
時
代
の
変
化
に
呼
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
ま
す
。

文
化
財
保
護
法
制
定
以
降
の

60
年
を
願
み
て
、
こ

こ
10
年
は
日
本
の
文
化
財
保
展
行
政
が
時
代
と
ど
う

向
き
合
わ
う
と
し
て
い
る
の
か
が
よ
く
わ
か
り
ま

す
。
日
本
の
産
梁
、
社
会
構
進
、
国
民
の
生
活
や
意

識
の
変
化
が
激
し
さ
を
増
す
に
つ
れ
て
、
文
化
財
や

伝
統
文
化
を
中
心
と
し
た
郷
土
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
の
核
と
な
る
べ
き
も
の
が
、
保
投
の
視
点
と

手
法
を
変
え
な
け
れ
ば
守
り
き
れ
な
く
な
っ
て
き
た

の
で
す
。
平
成
16
年
の
文
化
財
保
設
法
の
改
正
は
そ

護
法
制
[
「

60
年

独
立
行
政
法
人
国
立
又
化
財
機
構
理
亭
長

佐

々

木

丞

平

＇ 

我
々
の
祖
先
は
文
化
財
が
被
る
不
幸
を
何
度
と
な

＜
克
服
し
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
＇
明
治
維
新
以
降
の

は
い
ぶ
9
'

さ
し
？
く

近
代
に
入
っ
て
も
、
廃
仏
毀
釈
、
文
明
開
化
の
余

波
、
そ
し
て
法
隆
寺
金
堂
と
い
う
か
け
が
え
の
な
い

国
の
宝
の
焼
失
、
と
い
っ
た
文
化
財
の
危
械
は
繰
り

返
し
訪
れ
、
そ
う
し
た
危
義
に
遷
遇
す
る
た
び
に
文

化
財
保
襲
の
法
的
羞
備
が
な
さ
れ
て
い
さ
ま
し
た
。

こ

さ

―

さ

ゅ

う

ふ

つ

は

ぞ

ん

か

た

「
古
器
旧
物
保
存
方
」
函
明
治

4
年
〉
、
「
古
社
寺
俣

存
法
」
（
明
治

30
年
）
、
＇
「
史
懐
名
勝
天
然
紀
念
物
保

存
法
」
（
大
正

s年
）
、
「
国
宝
保
存
法
」
（
昭
和

4

年
）
、
そ
し
て
「
文
化
財
保
護
法
」
（
昭
和
25
年
）
と

い
う
流
礼
が
ま
さ
に
そ
う
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

昭
和
25
年
に
成
立
し
た
親
斤
の
文
化
財
保
設
怯
で

は
、
文
化
財
の
保
存
と
活
附
が
国
民
の
文
化
的
向
上

う
し
た
事
情
を
よ
く
物
語
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
の

キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
地
域
，
一
、
「
約
合
性
一
．
＇
「
連
携
一
と

い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
国
民
が
地
域
に
根
付
き
そ

こ
で
文
化
的
生
活
を
営
む
上
で
守
ら
れ
る
べ
き
も
の

は
決
し
て
個
々
の
単
体
で
は
あ
り
ま
せ
ん

(
3

ま
ず
守

ら
れ
る
べ
き
対
象
を
も
っ
と
抗
大
す
る
こ
と
、
そ
の

た
め
に
は
先
に
剖
度
化
さ
れ
た
三
登
録
文
化
財
」
の

範
門
を
建
造
物
の
み
な
ら
ず
美
術
一
上
芸
品
や
民
俗
文

化
財
、
記
念
物
な
ど
に
も
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
守
る
と
い
う
意
識
そ
の
も
の
を
高
め
て
い
く
必

要
が
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
で
生
活
し
て
き
た
人
び

と
の
生
き
る
知
恵
と
し
て
集
積
さ
れ
て
き
た
「
民
俗

技
術
」
、
さ
ら
に
そ
う
し
た
生
活
や
生
業
が
成
立
し

て
い
る
瑛
境
や
夙
土
そ
の
も
の
ま
で
を
含
め
た
「
文

化
的
景
観
」
に
も
目
が
向
け
ら
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
画
期
的
な
こ
と
は
、
文
化
審
議
会
文
化
財

分
科
会
企
面
調
査
会
が
平
成

19
年
に
「
歴
史
文
化
基

本
構
想
」
を
提
言
し
た
こ
と
で
、
そ
の
こ
と
が
平
成

20
年
の
「
地
域
に
お
け
る
屁
史
的
風
致
の
維
持
及
び

向
上
に
関
す
る
法
律
」
す
な
わ
ち
「
歴
史
ま
ち
づ
く

り
法
」
の
考
え
方
の
核
に
な
っ
て
い
る
点
だ
と
思
い

ま
す
。
こ
こ
で
の
考
え
方
の
基
本
は
、
こ
の

21
世
紀

に
入
っ
て
大
き
な
間
題
と
な
っ
て
、
き
た
過
疎
化
や
少

子
高
齢
化
が
引
き
金
と
な
っ
て
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
コ

ミ
ュ
ニ
テ
1

ー
、
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
再
生
、

地
域
の
活
性
化
に
あ
り
ま
す
。
地
域
ぐ
る
み
で
元
気

と
低
界
文
化
の
進
歩
に
貢
献
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と

を
う
た
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
「
文
化
財
」
が
定
義

づ
け
ら
れ
、
そ
の
中
で
の
重
要
な
も
の
の
指
定
と
保

存
措
置
が
訴
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
文
化
財
併
設
法
は
時
に
応
じ
て
改
正
を

経
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
附
和

50
年
の
法
改
正
で
は

文
化
財
5
保
存
そ
の
も
の
忘
支
え
て
い
る
さ
ま
ざ
ま

な
技
術
そ
の
も
の
定
守
る
た
め
に

i'
選
定
保
存
皮
術

の
選
定
」
の
制
度
が
、
ま
た
伝
統
的
な
建
物
を
単
体

と
し
て
で
は
な
‘
¥
、
関
連
し
た
意
味
を
も
つ
広
が
り

と
し
て
と
ら
え
る
た
め
に
「
伝
統
的
建
造
物
群
保
存

地
区
」
の
選
定
制
度
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。
こ
‘
"
し

た
剖
度
は
文
化
財
を
単
な
る
点
と
し
て
把
坦
す
る
の

で
は
な
く
、
そ
れ
を
下
支
え
す
る
も
の
、
あ
る
い
は

を
取
り
も
ど
す
に
は
個
々
の
も
の
が
孤
立
し
て
あ
る

の
で
は
な
く
、
総
合
的
な
視
点
が
必
要
な
の
で
す
。

そ
し
て
そ
の
こ
と
を
実
現
す
る
た
め
に
は
い
ろ
い
ろ

な
形
の
連
携
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
文
化
財
も
個
ャ

バ
ラ
バ
ラ
の
も
の
と
し
て
輝
國
し
た
灼
扱
っ
た
り
す

る
の
で
は
な
く
、
お
互
い
に
関
遮
づ
け
て
総
合
的
に

把
握
す
る
こ
と
に
よ
い
新
た
な
価
値
を
見
い
だ
そ
う

と
す
る
も
の
で
、
そ
れ
予
地
域
の
中
で
実
践
さ
れ
る

こ
と
に
よ
り
、
崩
懐
の
危
機
に
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
の
再
生
、
｀
活
性
化
に
つ
な
が
る
こ
と
を
顧
っ

て
の
も
の
で
す
。
そ
し
て
そ
う
し
た
地
域
の
活
動
を

支
援
す
る
た
め
に
も
文
化
財
行
政
を
司
る
文
化
庁

と
、
ま
ち
づ
く
り
行
政
を
司
る
国
土
交
通
省
、
農
林

水
産
省
も
し
っ
か
り
手
を
結
ぽ
ヽ
っ
と
い
う
連
携
の
姿

が
こ
の
法
律
の
背
景
に
あ
り
ま
す
。

必．・

文
化
と
は
縦
糸
、
横
糸
が
織
り
な
す
織
物
の
文
て

す
。
国
の
文
化
の
姿
は
、
そ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
要

素
が
い
か
に
総
合
性
を
も
っ
た
秩
序
の
も
と
に
き
め

細
か
く
織
り
な
さ
れ
て
い
く
か
に
係
(
て
い
る
と
思

い
ま
す
。
糸
が
緩
ん
で
し
ま
っ
た
り
、
織
り
目
が
粗

く
大
き
く
不
均
衡
に
な
っ
た
り
し
て
は
美
し
い
文
は

織
れ
ま
せ
ん
。
い
か
に
し
て
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な

文
化
的
要
素
の
縦
殆
、
横
糸
が
し
っ
か
り
織
り
込
ま

れ
、
美
し
い
文
を
織
り
上
げ
て
い
く
か
が
今
後
の
大

き
な
誤
題
で
し
ょ
う
。

え
て
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鵬，
1
ー

し

1

,

1

1

文
化
財
＂

ロ平
成
誓
年
は
、
文
化
財
保
設
法
が
昭
和
25
年
に
制

定
さ
れ
て
か
ら
60
年
目
に
あ
た
り
ま
す
。

文
化
財
保
設
法

50
周
年
に
つ
い
て
は
平
成
立
年
10

月
号
で
特
集
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
か
ら

10
年
が
経

ち
、
本
年
で
文
化
財
保
設
法
制
定
60
年
と
な
打
ま
し

た
。
こ
の

10
年
の
間
に
文
化
財
朽
政
に
お
い
て
は
、

①
文
化
財
保
護
法
の
改
正
に
よ
る
重
要
文
化
的
景
観

の
制
度
の
導
入
や
地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の

維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
屁
史
的
な

ま
ち
づ
く
り
の
支
援
な
ど
文
化
財
保
護
制
度
の

い
っ
そ
う
の
拡
充

②
文
化
財
不
法
輸
出
入
等
禁
止
条
約
へ
の
対
応
な
ど

国
際
交
流
。
協
力
の
進
展

③
独
立
行
政
法
人
国
立
文
化
財
摸
構
の
発
足
と
九
州

国
立
博
物
館
、
国
立
劇
楊
お
き
な
わ
の
開
賄
な
ど

文
化
財
廊
殷
の
充
実

な
ど
｀
可
な
る
充
実
が
図
ら
れ
て
お
り
、
本
稿
で

施
行
さ
れ
ま
し
た
。
お
も
な
改
正
の
内
容
と
し
て

は
、
以
下
の
と
お
り
で
す
。

①
「
文
化
的
景
観
」
制
度
の
導
入

棚
田
や
里
山
な
ど
、
人
と
自
然
の
か
か
わ
灼
の
中

で
作
り
出
さ
れ
た
「
文
化
的
景
観
」
定
新
た
に
保
護

の
対
象
と
し
、
国
が
都
道
府
県
ま
た
は
市
町
村
か
ら

の
申
出
に
基
づ
き
、
特
に
重
要
な
も
の
定
重
要
文
化

的
景
観
と
し
て
選
定
し
、
支
援
を
行
う
こ
と
と
し
ま

し
た
。
平
成
22
年
7
月
1
日
現
在
、
近
江
八
幡
の
水

郷
な
ど

19
件
が
選
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
（
本
制
度
に

つ
い
て
は
、

18
頁
で
詳
迩
）

②
「
民
俗
技
術
」
の
保
設
対
象
化

生
活
や
生
産
の
た
め
の
用
具
＇
用
品
等
に
関
す
る

製
作
技
術
な
ど
、
地
域
に
お
い
て
伝
承
さ
れ
て
き
た

「
民
俗
技
術
．
一
を
民
俗
文
化
財
と
し
て
新
た
に
保
護

の
対
象
と
し
ま
し
た
。
平
成
22
年
7
月
1
日
現
在
、

上
総
掘
り
の
技
術
な
ど

10
件
が
指
定
さ
れ
て
い
ま

Tr 
③
登
録
制
度
の
拡
充

開
癸
な
ど
に
よ
り
保
護
の
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い

る
近
代
の
文
化
財
な
ど
の
保
護
を
四
る
た
め
、
届
出

制
と
指
導
，
助
言
・
勧
告
を
基
本
と
す
る
緩
や
か
な

保
護
措
置
を
講
ず
る
登
録
制
度
を
、
従
来
の
建
造
物

に
加
え
、
建
造
物
以
外
の
有
形
文
化
財
、
有
形
の
民

俗
文
化
財
及
び
記
念
物
に
も
拡
充
し
ま
し
た
。
平
成

22
年

7
月
1
日
現
在
、
登
録
有
形
文
化
財
（
建
造

物
）
が

7
9
9
4
件
、
登
録
有
形
文
化
財
（
美
術
工

2

文
化
財
保
護
と
ま
ち
づ
く
り

登録有形文化財 菅島灯台

に
旅
行
さ
汎
ま
し
た
。

文
化
財
保
護
岐
は
、
戦
前
か
ら
の
国
宝
保
存
怯
等

の
従
来
の
法
緯
を
統
一
し
、
文
化
財
全
般
に
わ
た
っ

て
指
定
＇
菅
珪
・
活
用
等
の
制
度
を
体
系
的
に
羞
憫

し
た
は
か
、
現
在
の
文
化
庁
に
つ
な
が
る
文
化
財
保

芸
口
江
）
が

11
付
、
髯
録
有
形
民
俗
文
化
財
が
田
件
、

晉
録
記
念
物
が

51
件
と
な
っ
て
い
ま
す
。
（
特
に
取

組
が
進
ん
で
い
る
登
録
有
形
文
化
財
（
建
造
物
．
）
に

つ
い
て
は
、

19
頁
で
詳
述
）

世
界
遺
産
や
先
に
述
べ
た
文
化
的
景
観
制
度
の
導

入
の
よ
う
に
、
近
年
で
は
、
点
と
し
て
の
文
化
財
の

保
護
に
留
ま
ら
ず
、
面
的
に
保
護
す
る
動
き
が
進
み

つ
つ
あ
り
ま
す
。

そ
も
そ
も
文
化
財
は
、
そ
の
育
ま
れ
た
環
境
の
中

で
、
人
々
の
営
み
と
か
か
わ
り
な
が
ら
伝
統
的
な
価

値
を
形
成
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
文
化
財
ど
う

し
、
お
互
い
に
関
連
性
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
す
。

ま
た
、
文
化
財
を
社
会
全
体
で
保
存
し
、
将
来
へ
継

承
し
て
い
く
た
め
に
は
、
そ
の
価
値
を
人
々
に
わ
か

第
二
次
酋
界
大
戦
や
戦
後
の
社
会
的
。
経
済
的
混

乱
に
よ
り
多
く
の
文
化
財
が
荒
廃
の
危
椴
を
迎
え
ま

し
た
が
、
特
に
世
界
最
古
の
木
造
建
造
物
で
あ
る
法

極
寺
金
堂
の
壁
画
焼
摺
（
昭
和
況
年
1
月
）
は
多
く

の
国
民
に
面
睾
を
与
え
ま
し
た
。

ご
う
し
た
こ
と
を
受
け
、

P

て
化
財
保
設
の
た
め
の

立
法
化
の
椴
運
が
高
ま
り
、
議
員
立
法
に
よ

11
昭
和

同
年
8
月

文
化
財
保
護
法
の
改
正

は
、
蘭
単
に
そ
の
慨
略
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま

。，
 

し

こ
の
10
年
の
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み

護
委
員
会
の
餃
醤
を
定
め
る
な
ど
、
文
化
財
保
襲
行

政
を
大
幅
に
拡
充
し
祖
し
た
。
そ
の
後
も
昭
和
299
年

改
正
に
よ
る
無
形
文
化
財
保
談
制
度
の
充
実
、
昭
和

50
年
改
正
に
よ
る
伝
統
的
建
造
物
群
や
文
化
財
保
存

技
術
の
制
度
の
創
設
、
坦
祓
文
化
財
の
制
度
の
監
靡

な
ど

f

何
度
か
の
大
規
模
な
改
正
に
よ
り
、
制
度
の

充
実
が
図
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の

10
年
に
お
い
て
も
、
平
成
氾
年
に
大
規
模
な

文
化
財
保
震
法
の
改
正
を
行
い
、
更
な
る
文
化
財
保

護
制
度
の
充
実
を
図
っ
て
い
ま
す
。

平
成

16
年
の
改
正
は
、
平
成
14
年
認
月
に
閤
縞
決

定
さ
れ
た
「
文
化
芸
術
の
振
固
に
関
す
る
基
本
的
な

方
針
」
や
文
化
審
議
会
答
甲
等
の
指
摘
を
ふ
ま
え
、

失
わ
れ
ゆ
く
郷
上
の
文
化
的
な
景
観
、
生
活
•
生
産

の
製
作
技
術
、
近
代
の
文
化
遠
産
の
保
誤
を
図
る
た

め
、
平
成
氾
年
5
月
に
「
文
化
財
保
設
法
の
二
郎
を

改
正
す
る
法
案
」
と
し
て
成
立
し
、
翌
年
4
月
か
ら

り
や
す
く
伝
え
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

文
化
庁
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
面
的
な
保
護
の

取
組
を
更
に
進
め
る
た
め
、
文
化
財
の
総
合
的
な
把

揺
と
歴
史
文
化
基
本
構
想
の
推
進
、
国
土
交
通
省
＇

農
林
水
定
省
と
連
掬
し
た
歴
史
ま
ち
づ
く
り
法
に
基

づ
く
歴
史
的
風
致
を
中
心
と
し
た
ま
ち
づ
く
り
へ
の

支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
自
治
体
が
一
定
の
テ
ー
マ
を
設
定

し
て
、
複
数
の
文
化
財
を
そ
の
周
辺
の
環
境
ま
で
含

め
、
総
合
的
に
把
据
を
図
る
と
と
も
に
、
把
握
し
た

結
果
を
も
と
に
、
そ
の
地
域
の
文
化
財
を
周
辺
環
境

も
含
め
て
総
合
的
に
保
存
・
活
用
し
て
い
く
た
め
の

基
本
的
な
構
想
（
歴
史
文
化
基
本
構
想
）
を
作
り
、

文
化
財
を
中
心
に
、
地
域
全
体
を
歴
史
・
文
化
の
空

間
と
し
て
と
ら
え
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
組
を
併
用
す
る

こ
と
で
、
効
果
的
に
、
歴
史
を
ふ
ま
え
た
ま
ち
づ
＇
，
ヽ
．

11や
地
域
の
活
性
化
等
に
活
か
し
て
い
く
こ
と
を
支

援
す
る
取
組
を
進
め
て
い
ま
す
。

ま
た
、
そ
う
し
た
取
組
の
一
っ
と
し
て
、
平
成

20

年
に
は
、
「
地
城
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及

び
向
上
に
関
す
る
法
律
」
（
通
称
歴
史
ま
ち
づ
く

り
法
）
が
成
立
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
国
土
交
通
省
、
文
部
科
学
省
及
び
農
林

水
産
省
の
三
省
庁
が
連
携
し
、
地
域
に
お
け
る
歴
史

的
風
致
（
固
有
の
歴
史
及
び
伝
統
を
反
映
し
た
人
々

の
活
動
と
そ
の
活
動
が
行
わ
れ
る
歴
史
上
価
値
の
高

い
建
造
物
及
び
そ
の
周
辺
の
市
街
地
と
が
一
体
と
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政
府
全
体
で
進
め
ら
礼
て
い
る
行
政
改
革
を
受
け

て
、
国
立
文
化
施
設
の
事
業
の
見
直
し
や
運
営
の
合

理
化
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
文
化
財
の
関
連
で
は
、

平
成
13
年
4
月
に
、
国
立
の
博
物
館
3
館
を
統
合
し

て
「
国
立
博
物
館
」
、
二
つ
の
国
立
文
化
財
研
究
所

を
統
合
し
て
「
文
化
財
研
究
妍
」
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ

独
立
行
政
法
人
化
し
、
さ
ら
に
こ
礼
ら
の

2
法
人
を

統
合
し
、
独
立
行
政
法
人
国
立
文
化
財
機
構
が
平
成

19
年
4
月
に
発
足
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
中
、
平

成
17
年
に
は
、
九
州
国
立
博
物
館
が
全
国
で

4
番
目

の
国
立
博
物
鮪
と
し
て
開
誼
し
ま
し
た
。
（
国
立
文

化
財
械
構
の
発
足
と
九
州
国
立
樽
物
館
の
開
飽
に
つ

い
て
は
、

22
頁
・

23
頁
で
詳
述
）

ま
た
、
歌
舞
伎
・
能
楽
等
の
伝
統
芸
能
の
公
開
。

伝
承
者
養
成
を
担
う
日
本
芸
術
文
化
振
呉
会
は
、
平

成
15
年
10
月
に
特
殊
法
人
か
ら
独
立
行
政
法
人
に
改

編
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
平
成
16
年
に
は
日
本
芸
術

文
化
振
興
会
の
国
立
測
場
お
き
な
わ
が
開
場
し
ま
し

こ。f
 沖

縄
の
伝
統
芸
能
で
あ
る
「
組
踊
」
は
、
昭
和
47

年
に
国
の
重
要
餌
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
組
踊
を
含
め
、
沖
縄
伝
統
芸
能
の
公
開
や
技

芸
の
正
統
な
継
承
、
伝
承
者
養
成
、
組
織
的
な
記
録

保
存
や
胴
査
研
究
を
一
元
的
に
行
う
施
設
が
な
く
、

4

国
立
文
化
財
施
設
の
組
織
改
綱
と
充
実

策
定
し
ま
し
た
。

文
化
財
は
人
類
共
通
の
財
藍
で
あ
り
、
そ
の
保
護

の
た
め
に
は
国
際
的
な
交
流
・
協
力
が
不
可
欠
で

す
。
グ
ロ
ー
バ
几
化
＇
ボ
ー
ダ
レ
ス
化
が
進
み
つ
つ

あ
る
中
、
い
っ
そ
う
の
取
組
の
充
実
が
我
が
国
に
も

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の

10
年
の
間
に
、
文
化
財
に
関
す
る
国
際
条
紡

に
対
応
し
た
一
―
つ
の
法
律
や
、
海
外
の
文
化
遣
詣
の

保
護
を
促
進
す
る
た
め
の
法
律
を
定
め
た
ほ
か
、
世

界
文
化
遺
産
、
熊
形
文
化
遣
産
と
し
て
、
ユ
ネ
ス
コ

を
中
心
と
し
に
固
際
的
な
枠
組
み
に
よ
る
保
罠
を
進

め
て
い
ま
す
。
（
世
界
文
化
遺
窟
、
無
形
文
化
選
産

に
つ
い
て
は
、

20
頁
で
詳
述
）

更
化
財
の
国
際
交
流
，
協
力
に
関
す
る
法
律
]

平
成
14
年
に
①
文
化
財
の
不
法
な
輸
出
入
等
の
規

制
等
に
関
す
る
法
律
、
平
成
19
年
に
②
武
力
紛
争
の

3

文
化
財
に
関
す
る
国
際
交
流
・
協
力

の
進
展

な
っ
て
形
成
し
て
き
た
良
好
な
市
街
地
の
環
境
）
の

維
持
及
び
阿
上
を
図
る
た
め
、
市
町
村
が
作
成
す
る

歴
史
的
風
致
維
持
向
上
計
面
を
国
が
認
定
す
る
も
の

で
、
認
定
さ
れ
た
市
町
村
は
、
国
に
よ
る
重
点
的
な

支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

現
在
、
す
で
に
16
市
町
が
認
定
を
受
け
、
歴
史
的

風
致
維
持
向
上
計
画
に
基
づ
く
ま
ち
づ
く
り
を
推
進

し
て
い
ま
す
。

国ヽ立剖場 おきなわ全景

際
の
文
化
財
の
保
糎
に
関
す
る
法
律
、
平
成
認
年
に

③
海
外
の
文
化
遺
産
の
保
護
に
係
る
国
際
的
な
協
力

の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
三
つ
の
法
律
が
定
め
ら
れ

ま
し
た
。

①
文
化
財
の
不
法
な
輸
出
入
等
の
規
制
等
に
関
す
る

法
律

不
法
な
文
化
財
取
引
を
防
止
し
、
各
国
の
文
化
財

を
不
法
な
輸
出
入
な
ど
の
危
険
か
ら
保
護
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
我
が
国
は
、
「
文
化
財
の
不
法
な

輸
入
、
輸
附
及
び
所
有
罹
移
転
を
禁
止
し
及
び
防
止

す
る
手
段
に
関
す
る
条
約
」
を
締
結
す
る
と
と
も

に
、
平
成
14
年
9
月
に
「
文
化
財
の
不
法
な
輸
出
入

等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
餌
」
の
制
定
と
文
化
財
保

護
法
の
改
正
を
行
い
ま
し
た
。
お
も
な
内
容
は
、
以

下
の
と
お
り
で
す
。

像
外
国
の
博
物
誼
か
ら
盗
取
さ
れ
た
も
の
で
、
文
郁

科
学
省
令
で
定
め
る
文
化
財
仄
パ
国
文
化
財
）

は
、
厨
則
輸
入
禁
止

魯
特
定
外
国
文
化
財
の
盗
雄
の
被
害
者
に
つ
い
て

は
、
現
行
民
法
で
認
め
ら
れ
て
い
る
代
価
秀
償
を

条
件
と
し
、
回
復
請
求
期
間
を

2
年
間
か
ら
特
例

と
し
て

10
年
間
へ
延
長

＠
霊
要
有
形
民
俗
文
化
財
の
輸
出
を
届
出
制
か
ら
許

可
制
へ

②
武
力
紛
争
の
際
の
文
化
財
の
保
護
に
関
す
る
法
律

武
力
紛
争
の
際
の
文
化
財
の
保
護
に
関
す
る
条
約

に
つ
い
て
は
、
我
が
国
は
昭
和
29
年
に
署
名
し
て
以

沖
縄
県
及
び
地
冗
関
係
者
か
ら
拠
点
施
骰
の
設
置
が

弛
く
要
望
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
削
場
の
設
置
に
つ
い

て
は
、
文
化
庁
、
沖
縄
閤
発
庁
（
圭
時
）
が
共
同
し

て
あ
た
り
、
最
大
6
3
0
2
席
の
大
劇
場
や
小
劇
場
＇

稽
古
室
を
備
え
た
「
国
立
劇
場
お
き
な
わ
」
が
平
成

15
年
7
月
に
竣
工
し
、
平
成
16
年
1
月
の
開
場
記
念

ぎ
ょ
う
こ
う
け
い

公
演
は
、
天
皇
＇
皇
后
両
陛
下
の
行
幸
啓
を
賜
り
、

盛
大
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

平
成
20
年
に
は
、
第
1
期
の
組
踊
研
修
生
が
修
了

降
、
長
く
未
締
結
の
状
態
が
続
い
て
い
ま
し
た
が
、

保
護
を
与
え
る
た
め
の
要
件
、
手
続
き
が
明
確
化
。

簡
素
化
さ
れ
た
新
た
な
制
度
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
を

ふ
ま
え
、
締
結
に
同
け
た
国
内
法
制
の
蓋
備
と
し
て

平
成
19
年
に
「
武
力
紛
争
の
際
の
文
化
財
の
保
設
に

関
す
る
法
律
了
を
制
定
し
ま
し
た
。
法
律
の
内
容
と

し
て
は
、
海
外
の
被
占
領
地
域
か
ら
流
出
し
た
文
化

財
の
輸
入
規
制
や
武
力
紛
争
時
に
文
化
財
を
識
別
す

る
た
め
の
「
特
殊
棟
章
」
の
使
用
、
武
力
紛
争
時
に

正
当
な
理
由
な
く
、
戦
闘
行
為
と
し
て
文
化
財
を
損

壊
す
る
行
為
及
び
文
化
財
を
戦
闘
行
為
等
の
用
に
供

す
る
朽
為
等
に
対
す
る
処
罰
が
定
め
ら
れ
ま
し
た
c

同
法
に
基
づ
き
、
必
要
な
措
置
を
定
め
た
塵
批
准

書
を
ユ
ネ
ス
コ
に
寄
託
す
る
な
ど
し
、
平
成
19
年
に

条
約
及
び
関
連
す
る
駿
定
書
が
発
効
し
ま
し
た
。

③
海
外
の
文
化
遺
産
の
保
護
に
係
る
国
際
的
な
協
力

の
推
進
に
関
す
る
法
律

平
成

18
年
6
月
ビ
海
外
の
文
化
遺
産
の
屎
芝
に

係
る
我
が
国
の
国
際
協
力
に
つ
い
て
、
国
の
果
た
す

べ
き
責
諮
、
基
本
方
針
の
策
定
．
，
関
係
機
関
の
追
携

の
強
化
な
ど
の
諄
ず
べ
き
施
策
に
つ
い
て
定
め
た

一
海
外
の
文
化
遣
産
の
保
護
に
係
る
国
際
的
な
協
力

の
推
追
に
関
す
る
法
埠
」
が
成
立
し
ま
し
だ
。
＿

平
成
19
年
12
月
に
は
、
国
や
研
究
機
関
、
文
化
遺

産
国
際
協
カ
コ
ン
ソ
ー
ー
シ
ア
ム
等
の
役
割
の
ほ
か
、

重
点
地
域
を
ア
ジ
ア
と
す
る
こ
と
や
、
経
済
協
力
と

の
連
携
強
化
等
に
つ
い
て
盛
り
込
ん
だ
基
本
方
針
を

す
る
な
ど
、
伝
統
芸
能
の
保
存
振
興
に
向
け
た
取
組

が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
事
柄
の
他
に
、
文
化
財
行
政
に
お
け
る

大
ぎ
な
事
柄
と
し
て
は
、
高
松
塚
古
墳
，
キ
ト
ラ
古

墳
に
お
け
る
古
墳
壁
画
対
策
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
、

24
頁

925
頁
て
詳
述
し
て
い
ま
す

が
文
化
庁
に
お
い
て
は
、
古
墳
壁
画
の
保
存
に
係

る
直
接
の
対
策
だ
け
で
な
く
、
積
極
的
な
情
報
公
開

や
古
墳
壁
画
室
の
設
置
な
ど
の
組
織
改
革
も
進
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

以
上
が
こ
の

10
年
に
お
け
る
文
化
財
行
政
の
概
括

で
す
。現

在
、
文
化
審
誂
会
に
お
い
て
は
、
今
後
の
文
化

芸
術
振
興
の
た
め
の
基
本
的
な
施
策
の
在
灼
方
に
関

す
る
醗
論
を
深
め
、
平
成
22
年
6
月
に
中
間
と
り
ま

と
め
と
し
て
審
議
経
過
報
告
を
提
出
し
ま
し
た
。
今

悛
は
審
試
経
過
報
告
を
ふ
ま
え
、
更
に
詳
細
に
文
化

財
行
政
の
展
開
の
方
向
性
の
検
討
を
行
っ
て
い
く
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。

5

結
び
に
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文
化
財
建
造
物
の
保
護
に
つ
い
て
は
、
こ
の

m]年

で
着
実
な
進
展
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

平
成

8
年
か
ら
始
ま
っ
た
文
化
財
建
造
物
の
登
録

制
度
は
、
制
度
の
意
義
の
浸
透
、
地
方
公
共
団
体
と

の
連
携
等
に
よ
り
、
登
録
件
数
の
飛
躍
的
な
増
大
を

達
成
し
ま
し
た
。

ま
た
、
近
代
化
遣
産
総
合
閏
査
や
近
代
和
風
建
築

総
合
調
査
等
に
よ
っ
て
各
地
の
文
化
財
建
磁
物
の
新

た
な
価
値
付
け
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
前
述
の

文
化
財
建
造
物
の
登
録
が
促
進
さ
れ
た
だ
け
で
な

く
、
近
代
の
建
築
物
や
土
木
構
造
物
の
羹
要
文
化
財

指
定
も
着
実
に
進
展
し
ま
し
た
。

文
化
財
建
造
物
の
登
録
制
度
は
、
街
角
の
洋
館
や

町
家
の
ほ
か
身
近
な
文
化
財
廷
造
物
が
社
会
的
評
価

定
受
け
る
こ
と
な
く
急
檄
な
邸
市
開
発
等
に
よ
り
取

り
壊
さ
れ
て
い
く
状
況
の
中
で
、
緩
や
か
な
規
制
の

文
化
財
建
造
物
の
登
録
の
促
進

は
じ
め
に

代化

農
耕
地
や
森
林
、
た
め
池
、
水
路
な
ど
の
中
に

は
、
そ
の
土
地
に
住
む
人
々
が
、
自
ら
の
生
活
や
生

業
の
在
り
方
を
自
熱
に
き
ざ
み
つ
け
る
こ
と
に
よ

り
、
長
い
時
間
を
か
け
て
作
り
上
げ
た
狼
特
の
景
観

地
が
あ
り
ま
す
。
人
と
自
然
と
の
か
か
わ
り
の
中
で

育
ま
れ
た
こ
の
よ
う
な
景
観
地
（
文
化
的
景
観
）
に

は
、
時
間
の
積
み
鼠
ね
が
も
た
ら
し
た
甍
か
な
文
化

的
価
値
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
文
化
的
景
観
が
、
土
地
開
発
や
過
疎

化
等
[
;
よ
り
変
容
す
る
こ
と
を
応
念
し
て
、
文
化
庁

が
設
置
し
た
文
化
庁
長
官
の
詐
問
院
関
で
あ
る
文
化

政
策
推
進
会
談
等
に
お
い
て
、
文
化
的
景
賎
を
含
む

文
化
財
の
新
た
な
保
設
体
系
に
つ
い
て
検
討
す
る
必

要
が
あ
る
と
の
指
摘
が
さ
れ
ぎ
し
'
”
/
o

ま
た
、
国
際
的
に
も
ユ
ネ
ス
コ
の
醤
界
遺
産
に
お

い
て
、
平
成

4
年
に
胤
界
遣
産
の
姿
録
対
象
と
し
て

「
文
化
的
景
観
」
の
分
賢
が
新
た
に
導
入
さ
れ
、
国

際
的
に
も
積
極
的
な
保
訛
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
い

ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
動
き
を
受
け
て
、
文
化
庁
で
は
、
平

成
12
年
か
ら
「
農
林
水
産
業
に
閾
連
す
る
文
化
的
景

2

近
代
分
野
の
指
定
、
選
定

造

に
の
指
定

憩

選け

の取
絹

と
金沢の文化的景観城下町の伝統と文化

開
文
化
財
部
記
念
物
課
一

|

I
ー

1ー

1

,

1

,

＇
,
1
'
-

観
の
保
設
に
関
す
る
調
査
研
究
」
を
実
施
し
ま
し

た
。
棚
田
や
里
山
な
ど
、
お
も
に
農
林
水
産
築
に
関

連
す
る
土
地
利
用
を
対
象
に
、
文
化
的
景
観
の
胴
査

方
法
や
評
価
、
保
存
・
活
用
の
手
法
等
の
検
酎
を
行

い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
、
平
成
16
年
に
文
化

財
保
設
法
を
改
正
し
、
文
化
的
景
観
を
文
化
財
と
し

て
位
置
付
け
る
と
と
も
に
、
そ
の
保
譲
措
置
に
つ
い

て
規
定
し
ま
し
た
。

文
化
財
保
設
法
に
お
い
て
は
、
文
部
科
学
大
臣

が
、
都
道
府
県
ま
た
は
市
町
村
の
申
出
に
基
づ
き
、

景
観
法
に
規
定
す
る
景
観
計
画
区
域
ま
え
は
景
観
地

区
内
に
あ
る
文
化
的
景
観
で
あ
っ
て
、
文
部
科
学
雀

令
で
定
め
る
基
準
に
照
ら
し
て
保
存
の
た
め
に
必
要

な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
特
に
重
要

な
も
の
を
「
直
要
文
化
的
景
観
」
と
し
て
選
定
す
る

こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
農
林
水
産
業
以
外
の
産
業
や
都
市
に
関
連

す
る
文
化
的
景
観
に
つ
い
て
も
、
平
成
17
年
か
ら

30

年
間
、
「
採
掘
・
製
造
、
流
通
・
往
来
及
び
号
住
に

関
連
す
る
文
化
的
景
観
の
保
裏
に
悶
す
る
調
査
研

究
」
を
行
い
、
全
国
に
所
在
す
る
、
都
市
や
鉱
工
業

近
年
の
置
要
文
化
財
指
定
で
璽
点
を
置
い
て
い
る

も
の
に
、
~
明
治
時
代
以
降
の
近
代
の
建
造
物
が
あ
り

等
に
関
連
す
る
文
化
的
景
観
の
所
在
調
査
を
実
施
す

る
と
と
も
に
、
ケ

0
ス
ス
タ
デ
ィ
を
通
じ
て
都
市
等

に
お
け
る
文
化
的
景
観
の
評
価
・
保
存
・
活
用
の
手

法
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

平
成
18
年
に
、
「
近
江
八
鱗
如
の
水
郷
」
（
滋
賀
県
近

江
八
轄
市
）
を
霊
要
文
化
的
景
観
の
第

1
号
と
し
て

選
定
し
、
平
成
22
年
71
月
1土
日
現
在
、
全
国
で

19
件

の
重
要
文
化
的
景
観
を
選
定
し
て
い
ま
す
。

瓢
ー
：

I

ー
ー

'
1
1
,

＇

,
,
1
,
,
1
:

、
—

|
|
,
1
1

ー

1

・
1

ー

i
i
 二

•1_ 下
で
文
化
財
廻
造
物
を
活
厨
し
な
が
ら
保
存
す
る
と

い
う
趣
旨
で
平
成
8
年
に
始
ま
っ
た
も
の
で
す
。

翌
録
に
あ
た
っ
て
は
、
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
情

報
提
供
等
を
活
用
し
て
お
り
、
地
域
に
お
け
る
積
極

的
な
調
査
や
掘
り
起
こ
し
が
行
わ
れ
た
結
果
、
過
去

の
調
査
で
把
握
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
文
化
財
建
造
物

が
見
出
さ
れ
、
欧
忌
録
に
至
る
ケ
ー
ス
も
数
多
く
あ
り

ま
す
。
こ
う
し
た
地
方
公
共
団
体
と
の
密
接
な
連
携

と
、
制
度
の
意
義
の
浸
透
に
よ
る
所
有
者
等
の
理
解

の
増
進
に
よ
っ
て
、
硯
在
、
約

8
0
0
0
件
の
建
造

物
が
登
録
さ
れ
て
い
直
す
。

さ
ら
に
、
登
録
を
機
に
文
化
財
建
造
物
の
公
開
や

活
用
へ
動
き
出
す
亭
例
や

f

ま
ち
づ
く
打
の
土
台
と

し
て
利
用
さ
れ
る
例
も
見
ら
れ
、
人
々
が
文
化
財
建

造
物
の
管
理
活
用
に
積
極
的
に
関
与
す
る
と
い
う
動

き
が
各
地
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

文
化
財
部
参
事
官

t'~9, 

ま
す
。文

化
庁
で
は
、
近
代
的
手
法
に
よ
り
造
ら
れ
た
産

業
・
交
通
・
土
木
に
か
か
わ
る
梢
造
物
を
対
象
と
す

る
近
代
化
遣
産
総
合
謁
査
を
平
成

2品
年
か
ら
、
ま

た
、
近
代
に
造
ら
れ
た
住
宅
、
公
共
建
築
、
宗
教
建

築
等
を
対
象
と
す
る
近
代
和
風
建
築
総
合
詞
査
を
平

成
4
年
か
ら
実
施
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
調
査
成
果
等
に
基
づ
き
、
近
代
の
建
造

物
の
指
定
が
促
進
さ
れ
、
現
在
、

2
7
7
件
が
重
要

文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す

L
)

平
成

21
年
12
月
に

は
、
近
代
の
建
造
物
と
し
て
初
め
て
旧
東
宮
御
所

（
迎
賓
館
赤
坂
離
宮
）
が
国
宝
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
他
、
近
世
以
前
の
建
造
物
に
つ
い
て
も
、
社

寺
建
築
や
民
家
建
築
な
ど
、
胴
査
研
究
に
よ
っ
て
新

た
に
価
値
が
判
明
し
た
も
の
や
、
既
に
指
定
さ
れ
た

も
の
と
一
体
で
価
値
を
形
成
し
て
い
る
建
造
物
に
つ

い
て
も
指
定
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

（
指
定
等
件
数
は
、
平
成
22
年
7
月
1
日
現
在
）

＇ 

文
化
的
景

制

と
そ
の
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三

世界文化造産「石見銀山遺跡とその文化的景観」大久保問歩

域
に
お
け
る
文
化
財
保
護
の
取
組
が
格
段
に
充
実
す

る
と
い
う
点
で
大
き
な
意
昧
が
あ
杓
ま
す
。

平
成
22
年
2
月
に
は
、
先
述
の
「
平
泉
の
文
化
遣

産
」
に
つ
い
て
、
「
平
泉
ー
仏
国
士
こ
浄
十
一
）
を
表

す
建
築
・
庭
院
及
び
考
古
学
的
遣
跡
評
ー
」
と
し
て

推
雇
書
の
百
提
出
を
行
い
、
平
成
応
年
夏
0
世
界
遺

産
委
員
会
に
お
い
て
、
記
載
の
可
否
が
決
定
さ
れ
る

予
定
で
す
。

平
成
15
年
の
ユ
ネ
ス
コ
総
会
で
、
泄
形
文
化
遺
産

の
保
読
に
関
し
拘
束
力
の
あ
る
初
め
て
の
国
際
的
な

枠
組
み
と
し
て
「
類
形
文
化
遺
産
の
保
設
に
関
す
る

条
約
」
が
採
択
さ
れ
、
平
成
18
年
4
月
に
発
効
し
ま

し
た
。我

が
国
は
｀
—
-
平
条
約
の
策
定
段
階
か
ら
主
導
的
役

割
を
果
た
す
と
と
も
に
、
本
条
約
の
早
期
発
効
を
促

す
た
め
、
平
成
16
年
6
月
に

3
番
目
の
締
約
国
と
な

り
ま
し
た
。
平
成
22
年
6
月
現
在
で

1
2
3
0
か
国
が

締
結
し
て
い
ま
す
。

本
条
約
は
、
無
形
文
化
遺
産
を
保
護
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
、
そ
の
た
め
の
国
際
的
な
協
力
及
び
援
助

体
制
の
確
立
、
締
約
国
が
と
る
べ
き
必
要
な
措
置
等

に
つ
い
て
規
定
し
て
い
ま
す
。
我
が
国
の
対
応
と
し

て
は
①
締
約
固
が
作
成
す
る
「
自
国
内
の
無
形
文
化

遺
産
の
目
録
」
に
つ
い
て
は
、
「
璽
要
無
形
文
化
財
」
、

「
重
要
熊
形
民
俗
文
化
財
」
及
び
「
選
定
保
存
技
術
」

に
指
定
・
選
定
さ
れ
た
文
化
財
の
一
覧
を
我
が
国
の

目
録
と
す
る
、
②
「
人
類
の
熊
形
文
化
遣
産
の
代
表

的
な
一
覧
表
（
代
表
一
覧
表
）
」
に
は
、
日
録
の
中

か
ら
、
文
化
財
の
特
徴
等
に
基
づ
き
設
定
し
た
区
分

ご
と
に
、
指
定
，
選
定
の
時
期
の
早
い
も
の
か
ら
順

に
提
案
す
る
、
③
「
緊
急
に
保
護
す
る
必
要
が
あ
る

餌
形
文
化
遣
薩
の
一
覧
表
」
に
は
、
我
が
国
か
ら
当

面
提
案
は
行
わ
な
い
、
こ
と
を
決
定
し
ま
し
た
。

aJ 
無
形
文
化
遺
産
へ
の
取
組

世
界
文
化
遺
産
へ
の
取
組

ユ
ネ
ス
コ
を
中
',Li
に
r

世
界
的
な
文
化
遣
産
保
護

の
た
め
の
取
組
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
我
が
国
に

お
い
て
は
世
界
文
化
遣
産
の
取
組
を
町
き
続
き
推
進

す
る
と
と
も
に
、
平
成
16
年
6
月
に
「
飩
形
文
化
遺

産
の
保
展
に
関
す
る
条
約
」
に

3
番
目
の
結
約
国
と

し
て
参
加
す
る
な
ど
、
無
形
文
化
遺
産
保
譲
に
関
す

る
取
組
も
新
た
に
始
め
て
い
ま
す
。

文
化
遣
巌
及
び
自
然
遣
産
を
人
類
全
体
の
た
め
の

世
界
の
遺
産
と
し
て
損
侶
、
破
燐
等
の
脅
威
か
ら
保

護
し
、
保
存
す
己
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
の
餞
点
か

ら
、
国
際
的
な
協
力
及
び
援
助
の
体
制
を
確
立
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
、
昭
和
汀
年
の
ユ
ぶ
ス
コ
総
会

に
お
い
て
、
「
憔
界
の
文
化
遺
産
及
び
巨
然
遣
窟
の

保
設
に
関
す
る
条
約
（
世
界
造
語
条
約
）
」
が
採
訳

は
じ
め
に

肌

一

化
遺
産
に
関
す
る
取
組

文
化
財
部
記
念
物
課
こ
伝
統
文
化
課

さ
れ
ま
し
た
。
我
が
国
は
平
成
4
年
に
同
条
約
を
締

結
し
平
成
立
年
7
月
現
在
で

1
8
6
か
国
が
同
条

約
を
締
結
し
て
い
ま
す
。

平
成
22
年
7
月
現
在
、
我
が
国
の
世
界
遺
産
は
14

件
（
文
化
遺
産
11
件
、
自
慇
遍
産
3
件
）
に
上
り
ま

す
。
こ
の

10年
間
に
は
、
硫
球
王
口
の
ク
ス
ク
及
び

関
連
遺
産
群
（
平
成
認
年
）
、
紀
倅
山
地
の
霊
場
と

参
詣
道
（
平
成
16
年
）
、
曹
石
見
銀
山
遣
跡
と
そ
の
文

化
的
景
観
（
平
成
19
年
）
の

3畠
門
が
文
化
遺
産
と
し

て
祈
た
に
笠
録
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
世
界
遣
垣
暫
定
一
覧
表
に
記
載
す
る
遣
産

に
つ
い
て
は
平
成
18
年、

19
等
に
、
地
方
公
共
団
体

か
ら
の
提
案
を
受
け
て
、
文
化
審
議
会
文
化
財
分
科

会
の
下
に
惟
界
文
化
遣
産
特
別
委
員
会
を
設
砂
て
調

査
審
議
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
結
果
に
基
づ
き
、
平

成
19
年
に

4
件
、
平
成
21
年
に
は

3
件
の
遺
産
を
、

我
が
国
の
暫
定
一
覧
表
に
追
加
記
載
し
ま
し
た
。
平

成
22
年
に
は
、
新
た
に

2
件
が
暫
定
一
覚
表
に
追
加

化
退
産
と
無
ぇ

早池峰神楽

さ
れ
る
予
定
で
す
。

平
成
立
年
6b
月
現
在
、
世
界
遺
産
の
総
数
は

8
9

0
件
と
な
り
、
性
界
遺
産
委
員
会
で
は
、
各
年
に
お

け
る
新
規
の
記
載
遍
産
数
を
甑
力
抑
制
す
る
方
針
と

な
っ
て
お
り
、
記
載
の
審
議
は
巌
し
さ
を
増
し
て
い

ま
す
。平

成

20
年
の
世
界
造
産
委
員
会
に
お
い
て
、
「
平

泉
の
文
化
遺
産
」
が
、
我
が
国
と
し
て
は
初
め
て
椛

界
造
産
の
登
録
に
至
ら
な
い
「
記
戟
延
期
」
と
の
審

議
結
果
を
受
け
ま
し
た
。
ま
た
「
西
洋
美
術
舘
（
本

始
）
」
に
つ
い
て
は
、
日
本
を
含
む

6
か
国
共
同
推

薦
に
よ
る
一
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
ェ
の
建
築
と
都
市
計

回
」
の
一
節
と
し
て
平
成
21
年
の
世
界
遣
産
委
員
芸

に
お
い
て
審
議
さ
れ
、
「
渭
報
照
会
」
の
審
議
結
果

と
な
っ
て
い
ま
す
c

し
か
し
、
恨
界
選
産
一
覧
表
へ
の
記
載
を
推
進
す

る
こ
と
は
、
我
が
国
の
質
置
な
文
化
財
が
国
際
的
に

評
価
さ
れ
る
と
と
も
に
、
記
戦
を
目
指
す
過
程
で
地

平
成
21
年
9
月
末
に
は
、
本
条
約
の
政
府
間
委
員

会
が
閉
催
さ
れ
、
我
が
国
の
「
雅
楽
」
「
ア
イ
ヌ
古

は

や

ち

ね

ガ

ぐ

ち

式
舞
踊
」
「
早
池
峰
神
菜
」
（
写
真
参
照
）
等
の

132
件

を
含
む
76
件
が

r9

代
表
一
覧
表

l

に
記
載
さ
れ
ま
し

こ。t’
 

な
お
、
「
代
表
一
覧
表
」
に
は
、
本
条
約
発
効
前

に
既
に
「
人
類
の
口
承
及
び
無
形
遺
産
に
関
す
る
傑

作
」
と
し
て
宣
言
さ
汎
た

90
件
（
我
が
国
の
「
能

楽
」
「
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
」
及
び
「
歌
舞
伎
」
を
含

む
。
）
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
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独
立
行
政
法
人
国
立
文
化
財
楔
揺
臼
以
後
一
様

梢
」
と
い
う
。
）
は
、
平
成

19
年

4
月
に
国
立
博
物

館
と
文
化
財
研
究
所
の
統
合
に
よ
tl,、
、
発
足
し
ま
し

た
。
東
京
、
京
都
、
奈
良
、
九
州
の
四
つ
の
国
立
博

物
館
と
、
東
京
、
奈
良
の
二
つ
の
文
化
財
研
究
所
の

6
施
殷
か
ら
成
り
立
ち
、
統
一
的
な
マ
ネ
ジ
メ
シ
＼
ー

の
下
で
、
日
本
の
歴
史
、
伝
統
文
化
の
保
存
と
継
承

の
中
心
拠
点
と
し
て
、
国
の
文
化
屈
行
政
の
土
台
を

し
っ
か
り
と
支
え
る
役
割
を
果
ナ
，
し
て
い
ま
す
。

披
構
は
文
化
財
の
保
存
・
活
用
に
関
す
る
次
の
七

つ
の
事
業
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

①
収
蔵
品
の
騎
俯
と
、
次
代
へ
の
継
承

胚
史
・
伝
統
文
化
の
保
存
と
粧
承
⑦
中
心
拠
点
と

し
て
、
各
国
立
博
物
館
は
瞑
集
方
吋
に
沿
っ
た
文
化

財
の
収
集
を
行
う
と
と
も
に
、
賃
重
な
文
化
財
を
次

文
化
財
に
関
す
る
情
報
や
胴
査
研
究
成
呆
を
広
く

外
部
に
発
信
す
る
た
め
に
情
緑
基
盤
の
整
糊
・
充
実

に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
文
仕
財
デ
ー
タ
ペ
ー
ス
の

拡
充
、
デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
機
能

の
拡
充
を
固
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
平
城
宮
跡
資
料

鯨
や
飛
鳥
資
料
館
な
ど
の
公
開
誨
股
で
展
―
下
の
充
実

を
図
っ
て
い
ま
す
。

⑦
地
方
公
共
団
体
へ
の
協
力
等
に
よ
る
文
化
財
の
保

設
の
質
的
向
上

調
査
研
究
の
成
果
に
基
づ
く
車
門
的
・
技
術
的
な

協
力
，
助
言
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
我
が
国
全
体
の

文
化
財
の
調
査
＇
研
究
の
質
的
向
上
を
図
る
と
と
も

に
、
専
門
指
導
者
向
け
の
研
修
、
大
学
等
と
連
携
し

た
文
化
財
保
護
に
必
要
な
人
材
育
成
を
行
っ
て
い
ま

゜
，可2

九
州
国
立
博
物
館
の
開
館

（
九
州
国
立
博
物
館
赤
司
善
彦
展
示
課
長

寄
稿
）

九
州
国
立
博
物
館
は
平
成
17
年

10
月
、
福
岡
県
太

宰
府
市
に
開
館
し
ま
し
た
。
九
州
に
国
立
博
物
舘
を

設
置
す
る
こ
と
は
、
九
州
に
と
っ
て
百
年
を
超
え
る

夢
で
あ
り
、
行
政
は
も
と
よ
り
政
界
•
財
界
，
学
会

そ
し
て
な
に
よ
り
市
民
の
開
館
に
寄
せ
る
期
待
は

並
々
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
期
待

に
答
え
る
べ
く
、
平
成

60
年
度
か
ら
、
文
化
庁
に
骰

け
ら
れ
た
「
祈
構
想
博
物
縮
の
整
傭
に
関
す
る
調
査

1

独
立
行
政
法
人
国
立
文
化
財
機
構
の

発
足

霞

狐
立
行
心

九
州
国
立

|

1

 

,

`

 

足

と

一

文
化
財
部
美
術
学
芸
課

,

1

-

代
に
伝
え
て
い
く
た
め
に
文
化
財
環
境
の
整
備
や
修

理
・
保
存
処
理
を
行
っ
て
い
ま
す
。

②
文
化
財
を
活
用
し
た
屁
史
。
伝
統
文
化
の
固
内
外

へ
の
発
信

来
館
者
の
ニ
ー
ズ
や
景
祈
の
研
究
成
呆
等
を
ふ
ま

え
た
展
麗
会
を
閤
他
す
る
と
と
も
に
、
日
本
の
歴

史
。
伝
統
文
化
の
理
醇
促
進
を
図
る
た
め
の
教
育
普

及
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

③
我
が
国
に
お
け
る
博
物
誼
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
セ
ン

研
究
委
員
会
」
に
よ
っ
て
、
対
外
交
渉
に
お
け
る
九

州
の
歴
史
的
な
特
質
を
勘
案
し
た
、
「
日
本
の
文
化

の
形
成
を
ア
ジ
ア
史
的
観
点
か
ら
捉
え
る
」
と
い
、
つ

コ
ン
セ
プ
ー
で
の
新
し
い
噂
物
節
が
構
想
さ
れ
ま
し

た
ー
，
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
の
果
た
す
べ
き
役
割
が

凰
視
さ
れ
る
中
で
、
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
文
化
交
流
を

推
し
進
め
る
拠
点
と
し
て
、
同
時
に
、
九
州
を
中
、
し

と
し
た
文
化
財
を
守
り
伝
え
る
た
め
の
実
践
の
場
と

し
て
、
先
導
的
な
役
割
を
担
う
こ
と
と
な
り
ま
し

こ。
ナ‘,

文
化
庁
は
、
こ
の
新
欅
想
悼
物
館
そ
実
醗
す
る
た

め
、
平
成
11
年
度
か
ら
福
岡
県
を
始
め
と
す
る
地
元

と
協
力
し

r

建
設
工
事
や
晨
ホ
工
事
等
の
準
備
を
本

格
化
さ
せ
ま
し
た
。
博
物
館
と
い
う
樹
に
花
を
咲
か

せ
、
来
館
者
が
そ
の
花
や
果
実
を
楽
し
ん
で
い
る
よ

う
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
い
て
、
若
い
芽
を
育
て
る
手
探

り
の
作
業
が
始
ま
っ
た
の
で
す
。
開
館
に
は
多
く
の

機
関
や
団
体
の
暖
か
い
支
援
を
受
け
ま
し
た
。

平
常
展
示
で
は
、
国
内
は
も
と
よ
り
諸
外
国
の
褐

力
も
得
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
よ
り
我
が
国
と
海

外
の
各
種
資
料
と
の
比
較
が
可
能
と
な
り
、
諸
外
国

の
我
が
国
に
与
え
た
影
響
の
み
な
ら
ず
、
日
本
文
化

の
独
自
性
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と

考
え
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
当
館
は
、
開
館
以
来
、
予
想
を
上
回
る

来
館
者
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
｀
，
常
に
新
し
い
博
物
館

活
動
を
試
み
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
。

平成 19年4月1日楼構発足

周囲の山地みに溶け込む

九州国立博物館

タ
ー
と
し
て
樽
物
館
活
動
主
体
の
活
性
化
に
寄
与

文
化
財
に
関
す
る
胴
査
研
究
成
呆
を
出
版
物
や

ホ
ー
ム
ペ
ー
｀
ジ
で
広
く
公
開
す
る
と
と
も
に
、
国
際

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
や
国
内
の
博
物
館
関
係
者
や

修
理
技
術
者
等
を
対
象
と
し
た
研
修
プ
ロ
ゲ
ラ
ム
の

実
施
、
収
蔵
品
等
の
貸
出
や
公
私
立
博
物
館
等
に
対

す
る
指
導
・
助
言
を
行
っ
て
い
ま
す
。

④
文
化
財
に
関
す
る
調
査
及
ひ
研
究
の
推
進

我
が
国
の
文
化
財
に
関
す
る
基
礎
的
・
先
端
的
な

鯛
査
・
研
究
を
行
う
と
と
も
に
、
文
化
庁
が
行
う
監

伽
・
復
巽
事
薬
へ
、
の
専
臼
的
・
技
術
的
な
協
力
を

行
っ
て
い
ま
す
。

⑤
文
化
財
の
保
存
，
修
復
に
関
す
る
国
際
協
力
の
推

佳｝
ヽ
ri”文

化
財
の
保
宕
修
復
亭
業
や
技
術
移
転
、
人
材
育

成
等
を
国
際
槻
関
等
と
連
携
し
な
が
ら
行
っ
て
い
ま

す
3

⑤
惰
報
発
信
歳
能
の
弧
化

が
掲
げ
た
理
念
は
、
従
来
の
惇
物
鯨
の
あ
り
方
か
ら

一
歩
踏
み
込
み
、
実
験
的
な
こ
と
に
正
面
か
ら
取
り

組
む
こ
と
、
大
人
だ
け
で
な
，
，
＼
将
釆
を
担
う
子
と
も

た
ち
も
意
識
し
、
わ
か
り
や
す
く
楽
し
い
博
物
館
を

定
着
さ
せ
る
こ
と
で
し
た

C

そ
の
た
め
館
員
一
人
ひ

と
り
が
、
み
ず
み
す
し
い
子
ど
も
た
ち
の
感
受
性
に

負
け
な
い
よ
う
な
展
示
手
法
や
教
育
普
及
に
智
恵
を

絞
っ
て
き
ま
し
た
。
今
日
、
展
示
解
説
か
ら
イ
ベ
ン

ト
、
さ
ら
に
は
ポ
ス
タ
ー
デ
ザ
イ
ン
に
至
る
ま
で
、

多
く
の
方
か
ら
「
九
博
ら
し
さ
」
と
し
て
、
そ
の
取

組
が
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
後
も
「
面
日
く
な
け
れ
ば
博
物
館
で
は
な
い
」

を
合
言
葉
に
、
文
化
財
を
通
じ
た
「
九
州
，
沖
縄
か

ら
文
化
力
」
癸
信
を
実
践
し
た
い
と
考
え
て
い
ま

す。※
文
化
庁
で
は
、
各
地
域
の
「
文
化
力
」
を
盛
り
上
げ
、
社

会
全
体
を
元
気
に
し
て
い
く
た
め
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
、

各
地
域
の
関
係
者
と
協
働
し
て
推
進
し
て
い
ま
す
。

h
t
t
p

ミ
w
w
w
.
b
u
n
k
a
r
y
o
k
u
.
b
u
n
k
a
.
g
o
.
j
p
¥
c
g
i
,
b
i
n
¥

k
y
u
s
h
u
/
i
n
d
e
x
.
p
h
p
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〈
キ
ト
ラ
古
墳
の
保
存
対
策
の
歩
み
〉

発
見
か
ら
発
掘
調
査

キ
ト
ラ
古
墳
壁
圃
は
、
調
査
の
過
程
で
壁
面
の
汚

染
や
剥
離
が
確
認
さ
れ
、
そ
の
保
存
の
た
め
に
緊
急

に
処
置
を
朽
う
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ

土

国宝高松塚古墳疑画仮設修理施設内の様子

定
さ
れ
ま
し
た
。

我
が
国
の
古
墳
の
中
に
は
石
室
内
等
に
装
飾
。
壁

画
が
施
さ
れ
た
も
の
（
多
く
は
「
装
飾
古
墳
’
一
と
よ

は
れ
、
お
も
に
九
州
北
部
地
誠
、
関
東
北
部
か
ら
東

北
南
部
地
域
に
分
布
し
ま
す
）
が
あ
り
ま
す
が
、
そ

し
っ
く
い

の
中
で
も
漆
喰
上
に
桓
彩
色
の
色
料
で
壁
国
が
描
か

れ
た
例
は
、
現
在
ま
て
に
奈
良
県
明
日
香
村
の
高
松

塚
古
墳
と
キ
ト
ラ
古
墳
の
二
つ
の
み
で
、
大
変
貴
震

な
存
在
て
す

C
}

l

発
見
か
ら
恒
久
保
存
方
針
ま
で

昭
和
訂
年
に
発
見
さ
れ
た
高
松
塚
古
墳
壁
画
は
、
言

発
見
の
翌
月
に
保
存
＇
管
痙
が
文
化
庁
に
ゆ
だ
ね
ら

れ
ま
し
た
。
｝
濁
外
の
専
門
家
の
意
見
等
も
参
考
に
し

な
が
ら
、
翌

48
年
に
は
現
地
に
お
い
て
壁
圃
庖
保
存

す
る
方
針
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
方
釘
に
基
づ

い
て
古
墳
に
保
存
施
設
を
設
置
し
て
管
理
を
行
っ
て

る
ま
で
の
閏
の
当
面
の
整
備
と
し
て
、
発
拘
調
査
結

果
な
ど
か
ら
推
定
さ
れ
る
築
造
時
の
古
墳
の
姿
を
見

学
者
が
体
感
で
き
る
よ
う
墳
丘
及
び
周
湛
の
外
形
を

復
元
し
ま
し
た
（
平
成
21
年
に
監
附
）
。

〈
高
松
塚
古
墳
の
保
存
対
策
の
歩
み
〉

は
じ
め
に

キトラ古瑣壁画の取り外し作業の様子

II:

:
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文
化
財
部
古
墳
壁
画
室

き
ま
し
た
が
、
一
時
の
安
定
期
は
あ
っ
だ
も
の
の
、

生
物
被
害
築
に
よ
る
壁
匝
の
劣
化
が
進
み
ま
し
た
。

平
成

17
年
に
は

r

専
門
家
等
で
構
成
さ
れ
る
「
国

宝
高
松
塚
石
墳
壁
画
恒
久
保
存
対
策
検
討
会
」
に
お

い
て
、
そ
れ
ま
で
の
方
針
を
見
寵
し
て
抜
本
的
な
保

存
対
策
を
検
討
し
た
結
果
、
こ
れ
以
上
の
現
地
で
の

保
存
は
困
難
と
の
結
諭
に
至
り
、
石
室
ご
と
壁
固
を

取
り
出
し
て
解
体
修
理
を
行
い
、
将
来
的
に
は
カ
ビ

な
ど
の
影
響
を
受
け
な
い
環
境
を
確
保
し
た
上
で
現

地
に
も
と
す
と
い
う
方
針
（
石
室
扉
体
修
理
方
針
）

が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

2

石
室
の
解
体
、
修
理
の
現
状

石
室
解
体
修
理
方
針
に
従
い
、
平
成
18
年
か
ら
古

壕
の
発
掘
調
査
を
行
い
、
翌
年
4
月
か
ら
8
月
に
か

け
て
石
室
癖
体
作
業
を
実
施
し
ま
し
た
。
取
り
出
さ

れ
た
壁
圃
，
石
材
は
、
現
在
、
古
墳
近
く
の
仮
設
修

理
施
設
に
お
い
て
、
専
門
の
技
術
者
に
よ
る
修
珪
作

業
が
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
修
理
作
業
は

10
年
程
を

で
平
成
認
年
度
に
、
専
門
家
等
で
構
成
さ
れ
る
「
特

別
史
跡
キ
ト
ラ
古
墳
の
保
存
，
活
用
等
に
関
す
る
閂

査
研
究
委
員
会
」
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に

お
い
て
古
墳
の
保
存
に
関
す
る
方
策
が
検
討
さ
れ
、

壁
面
の
修
理
は
石
室
の
内
部
で
行
う
こ
と
や
、
そ
の

た
め
に
石
室
内
の
湿
湿
度
を
一
定
に
保
つ
空
調
設
俯

ゃ屋
を
設
置
す
る
こ
と
が
決

2

壁
画
の
取
り
外
し

仮
設
保
霰
襄
屋
の
設
置
後
、
目
視
て
直
接
観
察
さ

れ
た
聖
画
の
保
存
状
態
は
想
像
以
上
に
悪
く
、
~
漆
喰

層
が
石
村
よ
り
浮
い
て
い
る
郊
分
も
あ
り
、
｀
十
分
な

処
置
が
な
い
場
合
は
ご
く
近
い
将
来
に
壁
面
が
は
が

れ
落
ち
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、

委
員
会
で
の
検
討
を
経
て
、
平
成
16
年
、
壁
画
の
全

面
取
り
外
し
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
ぐ

，
取
り
外
し
作
業
は
、
最
も
剥
落
の
危
険
性
が
大
き

い
と
制
断
さ
れ
た
東
壁
の
青
龍
、
酉
壁
の
白
虎
な
ど

か
ら
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
技
術
的
な
問
題

を
改
善
し
な
が
ら
、
平
成
20
年
に
図
像
が
砥
認
さ
れ

た
す
べ
て
の
部
分
の
取
り
外
し
を
終
え
ま
し
た
。
現

在
は
、
引
き
続
き
余
白
部
分
の
取
り
外
し
作
業
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

3J

壁
画
の
活
用

取
り
外
し
作
業
を
終
え
た
キ
ト
ラ
古
墳
壁
酉
の
う

要
す
る
と
見
込
ま
れ
、
年
に
2
回
、
修
理
の
進
捗
報

告
を
兼
ね
た
修
理
作
業
室
の
一
般
公
開
が
実
施
さ
れ

て
い
ま
す
。

3

壁
画
の
劣
化
原
因
調
査

文
化
庁
で
は
平
成

20
年
度
か
ら

2
年
間
に
わ
た

り
、
「
高
松
塚
古
墳
壁
面
劣
化
原
因
瓢
査
検
討
会

l

を
設
置
し
、
こ
の
壁
両
の
劣
化
原
因
に
つ
い
て
科
学

的
＇
学
術
的
な
検
酎
を
行
い
ま
し
た

C

阿
検
討
会
で

は
、
平
成
立
年
3ミ
月
に
文
化
財
全
仰
の
保
存
の
あ
り

方
を
盛
り
込
ん
だ
輻
告
警
を
取
り
ま
と
め
ま
し
た

が
、
特
に
劣
化
原
因
に
つ
い
て
は
、
カ
ビ
ヘ
の
対
処

法
等
の
人
喜
的
な
因
子
を
含
む
複
合
的
な
要
因
に
よ

り
、
．
お
も
に
昭
和
50
年
か
氏
859
年
頃
と
平
成
認
年
か

ら
17
年
頃
の
時
期
に
壁
画
の
劣
化
が
進
行
し
た
こ
と

が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

4

墳
丘
等
の
復
一
冗

高
松
塚
~
古
墳
は
、
壁
固
，
石
材
の
修
理
が
完
了
芍

ち
、
応
急
処
置
を
終
え
状
哀
が
安
定
し
た
も
の
に
つ

い
て
は
、
平
成
18
年
か
ら
奈
良
文
化
財
研
究
所
飛
烏

資
料
誼
の
春
期
特
別
展
に
お
い
て
公
開
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
平
成
21
平
度
に
は
よ
り
視
覚
的
に
壁
画

を
体
感
で
き
る
実
寸
大
の
複
製
が
陶
板
に
よ
り
製
作

さ
れ
、
展
示
等
に
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
c-

文
化
庁
で
は
、
平
成
立
年
度
に
、
新
た
に
「
古
墳な

が

壁
国
の
保
存
活
用
に
関
す
る
椋
討
会
」
（
座
長
，
永

い
よ
り
く
に

井
胴
國
政
策
研
究
大
学
院
大
学
容
員
教
授
）
を
設
置

し
、
高
松
塚
古
墳
及
び
キ
ト
ラ
古
墳
に
限
ら
ず
、
全

国
の
古
墳
壁
画
の
保
存
活
用
に
資
す
る
よ
う
、
調
査

研
究
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

古
墳
と

ト
ラ
古
墳
の

存

25 文化庁月報 2010.8 2010.8 文化庁月報 24 



3

文
化
財
行
政
の
課
題

1

文
化
芸
術
の
振
興
の
た
め
の
基
本
的

施
策
の
在
り
方

今

I

_

＿
 

t

,

9

9

9

9
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'

,

1

 

じ

~
1

文
化
財
部
長

文
l
i
ー
行
政

関

裕

行
ー

し

，
 

文
化
行
政
の
基
本
と
な
る
「
文
化
芸
術
の
振
興
に

関
す
る
碁
本
的
な
方
針
」
に
つ
い
て
は
、
平
成

19
年

2
月
に
第
二
次
基
本
方
針
が
閤
試
決
定
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
そ
の
後
の
文
化
芸
術
を
取
り
巻
，
＼
賭
惰
勢
の

変
化
器
を
ふ
ま
え
、
平
成
加
年
2
月
に
文
部
科
学
大

臣
か
ら
文
化
審
襲
会
に
対
し
、
「
文
化
芸
術
の
振
興

の
た
め
の
基
本
的
施
策
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
諮
間

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

文
化
審
議
会
で
は
、
文
化
政
策
部
会
に
お
い
て
議

飴
定
行
い
、
，
平
成
認
年
6
月
に
審
験
経
過
報
告
を
取

り
ま
と
め
ま
し
た
。

審
艤
経
過
報
告
で
は
、
「
文
化
は
国
家
な
り
」
と

の
理
念
の
一
卜
、
新
た
な
二
人
化
芸
術
立
国
」
の
実
頚

を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
①
文
化
芸
術
活
動

が
求
め
ら
れ
る
こ
と
。

0
国
の
施
策
に
お
い
て
も
、
経
済
発
展
等
を
目
指
す

中
で
、
文
化
施
策
が
他
の
認
施
策
と
常
に
バ
ラ
ン

ス
よ
く
配
慮
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

こ
れ
を
ふ
ま
え
、
審
議
経
過
級
告
に
お
い
て
は
、

文
化
財
分
野
に
お
け
る
重
点
施
策
と
し
て
．

①
文
化
財
の
公
間
，
活
用
の
促
淮
及
び
地
域
活
性
化

に
資
す
る
文
化
財
の
魅
力
の
再
構
築
•
発
信

②
文
化
財
の
持
続
的
な
継
承
及
び
文
化
財
保
護
に
対

す
る
理
解
増
進

③
無
形
文
化
財
や
文
化
財
を
支
え
る
技
術
・
技
能
の

伝
承
者
等
の
養
成

④
文
化
財
を
通
じ
た
国
際
協
カ
・
交
流
の
推
進

⑤
文
化
財
行
政
に
お
け
る
各
主
体
の
役
割
と
連
携

の
5
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

2
に
掲
げ
た
審
議
経
過
報
告
で
は
、
古
く
て
新
し

い
文
化
財
行
政
の
課
題
が
整
理
さ
れ
て
い
ま
す
。

第
1
は
、
文
化
財
に
か
か
わ
る
各
主
体
の
取
組
と

連
携
協
力
で
す
。
文
化
財
保
護
法
は
、
第
3
条
及
び

第
4
条
で
、
政
府
及
び
地
方
公
共
回
体
の
役
割
、
国

民
及
び
所
有
者
等
の
心
構
え
に
つ
い
て
規
定
し
て
い

ま
す
が
、
今
日
、
改
め
て
、
各
主
体
が
そ
れ
ぞ
れ
の

果
た
す
べ
き
役
割
を
再
確
認
し
、
取
組
を
進
め
る
と

と
も
に
、
相
亙
の
連
携
を
強
化
す
る
こ
と
が
必
要
で

す
。
ま
応
、
「
新
し
い
公
共
」
の
訊
論
が
進
め
ら
れ

に
対
す
る
支
援
の
在
り
方
の
抜
本
的
見
直
し
、
②
文

化
芸
術
を
創
造
し
、
支
え
る
人
材
の
充
実
、
③
子
ど

も
や
若
者
を
対
象
と
し
た
文
化
芸
術
振
興
策
の
充

実
、
①
文
化
芸
術
の
次
世
代
へ
の
脩
実
な
継
葦
・
、
⑤

文
化
芸
術
の
観
光
振
興
、
地
域
振
興
等
へ
の
活
后
、

⑤
文
化
発
信
•
国
際
文
化
交
流
の
充
実
、
の
六
つ
の

重
点
戦
略
を
打
ち
出
し
ま
し
た
。

2

審
麟
経
過
報
告
に
お
け
る
文
化
財
に

関
す
る
提
言

審
隈
の
過
程
に
お
い
て
、
文
化
財
を
含
む
五
つ
の

分
野
に
つ
い
て
文
化
政
策
部
会
の
下
に
ワ
ー
キ
ン
グ

グ
几
ー
プ
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
「
文
化
財
ワ
ー
キ

ン
3
[
•グ
ル
9
ー
プ
」
は
、
文
化
財
分
科
会
長
で
あ
る

佐
々
木
国
立
文
化
財
機
構
理
事
長
を
座
長
と
し
て

次

の

一

立

つ

り

視

点

に

空

っ

れ

ま

し

こ。
'-‘,＇ て

い
ま
す
が
、
文
化
財
に
対
す
る
国
民
の
理
解
を
増

追
し
、
幅
広
く
参
加
を
求
め
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠

で
す
。
そ
れ
に
よ
り
、
文
化
財
が
広
く
社
会
全
体
に

よ
り
保
襲
さ
れ
、
＇
い
っ
そ
う
地
域
に
根
ざ
し
た
も
の

と
な
る
で
し
ょ
う
。

第
2
は
、
文
化
財
の
保
存
及
び
活
附
の
両
面
に
お

け
る
取
組
の
推
進
で
す
。
文
化
財
保
護
法
第

1
条
に

規
定
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
文
化
財
の
保
譲
と
は
保

存
と
活
用
で
す
。
保
存
な
く
し
て
活
用
は
あ
り
得
ま

せ
ん
が
、
他
方
、
活
用
に
よ
り
当
該
文
化
財
の
価
値

が
よ
り
広
く
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
な
ど
、
活
用

と
保
存
は
決
し
て
相
反
す
る
も
の
で
は
あ
打
ー
ま
せ

ん
。
さ
ら
に
最
近
で
は
、
本
年
6
月
に
閤
議
決
定
さ

れ
た
「
新
成
長
戦
略
」
に
お
い
て
「
人
口
減
少
，
急

傲
な
少
子
高
齢
化
に
悩
む
地
方
都
市
に
と
っ
て
、

〈
中
略
）
我
が
国
独
自
の
文
化
財
，
伝
統
芸
能
等
の

文
化
遣
産
の
活
用
は
、
地
域
経
済
の
活
性
化
や
雇
用

機
会
の
増
大
の
切
り
札
で
あ
る
」
と
さ
れ
た
よ
う

に
、
文
化
財
は
よ
り
大
き
く
広
い
役
割
を
期
待
さ
れ

て
い
ま
す
。
今
後
、
科
学
的
な
知
見
も
最
大
限
に
活

吊
し
て
r

パ
ラ
ン
ス
良
く
取
組
を
掟
進
す
る
こ
と
が

必
要
で
す
。

第
30
は
、
よ
り
総
合
的
な
文
化
財
保
護
の
推
進
で

す
。
そ
の
一
っ
が
文
化
財
の
面
的
な
保
護
、
総
合
的

な
把
握
で
す
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
本
特
集
の
冒

頭
で
佐
々
木
理
事
長
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で

す
か
、
文
化
庁
と
し
て
は
、
そ
の
た
め
に
も
い
っ
そ

〇
我
が
国
に
は
／
多
様
で
豊
か
な
文
化
財
が
存
在
し

て
お
り
、
そ
の
保
存
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
文

化
財
保
襲
法
に
羞
づ
く
穏
々
の
施
策
が
相
応
の
役

割
を
果
た
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
を
将
来
の
性
代

に
持
続
的
に
継
承
し
て
い
く
こ
と
が
我
，
マ
の
貴
務

で
あ
る
こ
と
。

0
近
年
、
文
化
財
は
、
地
域
振
興
、
観
光
捩
興
、
経

済
発
展
及
び
国
際
社
会
へ
の
貢
献
等
多
椋
な
役
割

を
坦
う
こ
と
が
期
侍
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

0
多
様
で
豊
か
な
文
化
財
が
さ
ま
ざ
ま
な
役
訊
を
担

い
つ
つ
、
持
続
的
に
継
承
さ
れ
て
い
く
に
は
、
文

化
財
保
護
の
裾
野
を
広
げ
、
文
化
財
を
幅
広
く
と

ら
え
支
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。

0
文
化
財
の
担
う
役
割
が
拡
大
｀
す
る
中
、
保
霰
の
裾

野
を
広
け
る
た
め
に
は
、
広
く
社
会
全
体
で
文
化

財
を
支
え
る
環
境
を
醸
成
す
る
と
と
も
に
、
多
様

な
関
係
す
る
組
織
や
，
八
々
が
広
く
遮
携
す
る
こ
と

う
関
係
省
庁
と
の
連
携
を
深
め
て
い
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。も

う
i

つ
は
、
人
材
や
原
材
料
の
確
保
で
す
。
人

杭
の
養
成
は
引
き
続
き
急
衿
で
す
。
人
に
よ
っ
て
継

承
さ
れ
る
熊
形
支
化
肘
は
、
人
材
の
養
成
が
文
化
財

の
保
護
そ
の
も
の
で
す
し
、
育
形
・
無
氾
を
問
わ

ず
、
文
化
財
の
保
存
・
修
復
に
は
多
く
の
「
わ
ざ
．
」

が
必
要
で
す
。
ま
た
、
文
化
財
や
文
化
財
に
関
係
す

る
道
具
等
に
使
用
さ
れ
る
原
桐
料
の
中
に
は
、
諸
般

の
事
由
に
よ
り
入
手
因
難
と
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ

り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
状
況
の
変

化
を
ふ
ま
え
て
積
極
的
に
対
応
し
て
い
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。

最
後
の
第
4
は
、
文
化
財
を
通
じ
た
回
際
発
信
。

国
際
協
力
で
す
。
文
化
政
策
郭
会
で
は
「
日
本
の
文

化
発
伯
で
最
も
活
躍
し
て
き
た
の
は
、
ロ
ン
ド
ン
や

パ
リ
の
万
悼
で
活
躍
し
、
生
糸
以
外
で
外
貨
を
獲
得

し
て
き
た
伝
統
工
芸
で
は
な
い
か
」
と
の
旨
の
ご
発

言
も
あ
り
ま
し
た
が
、
今
後
と
も
伝
統
工
芸
を
含

め
幅
広
く
我
が
国
の
伝
統
文
化
を
戟
略
的
に
発
信

す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
文
化
財
の
保
存
修

復
に
関
す
る
我
が
国
の
高
度
な
知
鼠
や
技
術
は
、
国

際
的
に
も
認
め
ら
れ
て
お
り
、
協
力
関
係
を
更
に
進

め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

文
化
財
保
護
法

60
周
年
を
迎
え
、
我
が
国
の
多
様

で
豊
か
な
文
化
財
が
適
切
に
保
護
さ
れ
る
よ
う
、
取

組
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。
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！美術館・博物館チケットプレゼント

i 今‘),J界の展筵会毎へのチ、テ 9, Iヽ

プレゼ：，ヽト・ば

A 京都国立近代美術館

I 
！ 「「曰本画」の前衛 1938-1949」
i 5組（ペア）

B 国立新美術館

隣影礼讃一国立美術館コレク I 
l 

ションによる」

5組（ペア）

C 東京国立博物館

「誕生！ 中国文明」 2組（ペア） ， 

です。ご麟（り方はア；・ケートハヵ I 
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文化庁では，ホームページで，文

化庁に関する情報を福広く提供し

ていますc，ご意見文化庁月報の，

感想などを，ホームページのご意

見欄へお寄せください"
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西
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