
こ
の
た
び
、
重
要
文
化
財
以
外
の
有
形
文
化
財
で

建
造
物
で
あ
る
も
の
の
う
ち
、
そ
の
文
化
財
と
し
て

の
価
値
に
か
ん
が
み
、
保
存
及
び
活
用
の
た
め
の
措

置
が
特
に
必
要
と
さ
れ
る
も
の
を
文
化
財
登
録
原
簿

に
登
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
文
化
財
保
護

法
の
改
正
が
行
わ
れ
た
。
指
定
と
い
う
手
法
を
唯
一

絶
対
と
す
る
の
で
は
な
＇
＼
別
の
手
法
を
持
つ
こ
と

し
、
活
動
の
分
野
も
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
し
か

も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
活
動
が
複
雑
に
関
連
す
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
と
に
科
学
技
術
と
工
業
の

発
展
は
、
経
済
活
動
だ
け
で
な
く
文
化
活
動
に
も
大

き
な
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、

そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
多
く
の
物
を
資
料
と
し
て
遺
し
、

文
化
遺
産
と
し
て
蓄
積
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

か
も
、
そ
の
資
料
は
文
献
だ
け
で
は
な
く
、
様
々
な

構
造
的
”
物
“
と
設
備
を
含
ん
で
い
る
。
歴
史
は
文

献
だ
け
で
は
い
き
い
き
と
語
れ
な
い
時
代
が
近
代
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
も
、
一
九
五

0

年
代
の
高
度
経
済
成
長
期
を
通
過
す
る
際
に
多
く
の

物
を
失
い
、
時
と
と
も
に
維
持
が
困
難
に
な
っ
て
い

る
も
の
も
少
な
く
な
い
と
い
う
。
言
わ
れ
て
み
れ
ば

当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
産
業
考
古
学
と
い
う
新
し
い

学
問
も
誕
生
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

東
京
大
学
の
あ
る
研
究
所
が
設
備
の
更
新
と
し
て

出
し
た
廃
棄
物
が
、
科
学
技
術
史
上
の
重
要
な
資
料

と
な
る
と
し
て
ニ
ュ
ー
ス
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

保
存
と
活
用
を
図
る
べ
き
新
し
い
遺
産
が
あ
る
こ
と

は
歴
然
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
近
代
の
歴
史
に
関

わ
る
こ
れ
ら
の
遺
産
の
持
つ
意
味
と
存
在
の
様
態
は

こ
れ
も
ま
た
一
律
に
規
定
で
き
な
い
複
雑
さ
を
持
っ

て
い
る
。
ま
た
近
代
の
遺
産
の
中
に
は
、
国
の
制
度

や
政
治
に
関
わ
る
文
献
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら

は
建
造
物
や
機
械
等
と
は
歴
史
に
対
す
る
投
影
力
が

異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
な
ど
は
近
代
は
ま
だ

熱
い
時
代
で
あ
る
と
の
感
覚
を
拭
う
こ
と
が
で
き
な

文化財行政は新時代に入った
―保護法改正にちなんで一
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に
よ
っ
て
保
護
対
象
の
拡
大
を
園
る
こ
と
が
改
正
の

趣
旨
で
あ
る
が
、
姜
近
代
へ
の
建
造
物
を
念
頭
に
置
い

て
の
法
律
改
正
で
あ
る
と
こ
ろ
に
r

行
政
上
の
大
き

な
意
味
が
あ
る
。
近
代
の
建
造
物
は
す
で
に
指
定
の

実
績
を
挙
げ
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
近
代
の
建
造
物

は
規
模
が
大
き
く
、
か
つ
そ
れ
が
建
っ
て
い
る
土
地

を
含
め
あ
ま
り
に
も
経
済
的
要
因
が
強
く
、
指
定
の

手
法
が
採
り
が
た
い
も
の
が
多
い
だ
け
で
な
く
、
そ

の
経
済
的
要
因
か
ら
取
り
壊
し
が
急
速
に
進
み
つ
つ

あ
る
と
い
う
の
が
現
実
で
あ
る
。
こ
の
厳
し
い
現
実

に
対
し
ご
建
造
物
の
都
市
景
観
形
成
に
お
け
る
公

共
性
、
歴
史
性
を
こ
の
社
会
の
中
で
価
値
あ
る
も
の

と
し
て
位
置
づ
け
た
い
と
い
う
願
い
が
法
律
改
正
と

い
う
大
き
な
結
果
を
つ
く
り
出
し
た
の
で
あ
る
。

近
年
、
近
代
の
文
化
遺
産
の
保
存
と
活
用
の
問
題

は
、
文
化
庁
の
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
た
。
文
化

財
保
護
審
議
会
企
画
特
別
委
員
会
の
提
言
を
受
け
、

近
代
の
文
化
遺
産
の
保
存
と
活
用
に
関
す
る
協
力
者

会
議
が
開
催
さ
れ
、
去
る
七
月
八
日
に
そ
の
報
告
が

ま
と
め
ら
れ
た
。
登
録
と
い
う
手
法
を
保
護
手
法
と

し
て
位
置
づ
け
た
法
律
改
正
は
、
こ
の
よ
う
な
文
化

庁
の
近
代
の
文
化
遺
産
の
保
存
へ
の
志
向
の
中
で
の

―
つ
の
出
来
事
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
文
化
財
保
護

行
政
は
い
よ
い
よ
新
し
い
局
面
を
現
実
の
も
の
と
し

て
迎
え
る
、
そ
の
よ
う
な
時
代
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。

有
形
文
化
財
の
近
代
の
遺
産
の
指
定
に
つ
い
て
見

る
と
、
絵
画
や
彫
刻
で
は
明
治
、
大
正
時
代
の
作
品

の
指
定
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
分
野
は
明
治
時
代
以

い
で
い
る
の
だ
が
、
そ
う
な
れ
ば
こ
そ
近
代
の
遺
産

の
活
用
と
保
存
に
つ
い
て
正
面
か
ら
議
論
で
き
る
よ

う
な
状
況
に
至
っ
た
こ
と
に
、
時
代
の
転
回
を
強
く

感
じ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
ち
に
指
定
な
ど
の
動
き
は

と
れ
な
く
と
も
、
ま
さ
に
こ
の
際
、
議
論
を
重
ね
、

開
か
れ
た
道
を
進
む
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
議
論
の
中

で
登
録
と
い
う
新
手
法
の
活
用
の
道
も
示
さ
れ
る
も

の
と
思
う
。

無
形
文
化
の
世
界
は
今
に
生
き
て
い
る
世
界
で
あ

り
、
改
め
て
近
代
を
意
識
す
る
こ
と
は
難
し
い
か
も

し
れ
な
い
が
、
近
代
に
お
い
て
新
し
く
成
立
し
た
芸

能
も
あ
り
、
中
に
は
民
俗
的
な
性
格
を
も
っ
て
地
域

の
生
活
に
根
を
下
ろ
し
た
も
の
も
あ
る
。
伝
統
論
と

と
も
に
、
新
し
い
手
法
を
生
か
す
と
い
う
観
点
か
ら

の
対
象
の
見
直
し
論
が
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
生
業

を
対
象
と
す
る
こ
と
は
社
会
の
意
識
構
造
に
触
れ
る

こ
と
に
も
な
り
、
慎
重
さ
が
必
要
で
あ
る
が
、
選
定

保
存
技
術
の
分
野
と
と
も
に
伝
統
的
文
化
的
技
術
論

で
登
録
と
い
う
手
法
の
適
用
の
可
能
性
は
探
し
得
る

に
違
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
近
代
に
お
い
て
変
化
し
た
も
の
と
い

え
ば
生
活
が
あ
る

C

欧
米
の
影
響
と
い
う
様
式
的
な

部
分
だ
け
で
な
く
、
科
学
技
術
の
進
歩
や
工
業
生
産

品
の
普
及
が
生
活
の
技
術
と
物
質
的
構
成
の
内
容
を

変
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
変
貌
も
一
九
五

0
年

代
の
高
度
成
長
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
い
う
。

近
年
は
こ
の
生
活
史
の
復
原
に
関
心
が
も
た
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
生
活
様
式
の
変
遷

来
、
保
護
の
実
績
を
積
み
重
ね
て
き
て
お
り
、
指
定

作
業
が
そ
れ
な
り
に
成
熟
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
、
そ

し
て
近
代
の
絵
画
や
彫
刻
は
こ
れ
に
関
わ
る
専
門
家

や
施
設
も
少
な
く
、
そ
の
実
態
を
比
較
的
つ
か
み
や

す
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
新
し
い
時
代
へ
と
向
か
う
こ

と
を
試
み
得
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
分
野
の
近

代
へ
の
志
向
は
同
様
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
書
籍
、

典
籍
、
古
文
書
な
ど
歴
史
の
文
献
に
関
わ
る
指
定
も
、

相
当
程
度
の
成
熟
を
見
せ
つ
つ
あ
り
、
そ
の
成
熟
の

中
か
ら
、
書
籍
、
典
籍
f
古
文
書
と
い
う
形
式
分
類

で
は
と
ら
え
き
れ
な
い
遺
産
の
保
護
が
意
識
さ
れ
、

歴
史
資
料
と
い
う
新
し
い
分
野
と
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
こ
の
歴
史
資
料
の
指
定
作
業
は
江
戸
時
代
に

つ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。
美
術
工

芸
や
歴
史
に
関
わ
る
文
化
遺
産
の
保
護
の
近
代
へ
の

志
向
は
き
わ
め
て
限
界
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
理
由
は
い
く
つ
か
あ
る
。
従
来
の
指
定
作
業

の
成
熟
度
に
ま
だ
余
裕
が
あ
っ
た
こ
と
、
近
代
の
多

岐
に
わ
た
る
文
化
遺
産
を
指
定
の
対
象
と
す
る
に
は

体
制
の
大
変
革
が
必
要
と
な
る
こ
と
も
あ
り
、
江
戸

時
代
以
前
を
歴
史
と
し
て
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
文
化
的
遺
産
を
文
献

中
心
に
考
え
て
お
り
、
そ
の
上
で
、
近
代
の
文
化
遺

産
を
指
定
す
る
に
は
学
術
的
に
、
ま
た
社
会
的
に
条

件
が
整
っ
て
い
な
い
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
も
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
て
い
る
間
に
保
護
を
求
め
る
現
実

は
確
実
に
膨
ら
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。

近
代
以
降
、
人
々
の
活
動
の
範
囲
は
急
速
に
拡
張

を
物
語
る
よ
う
な
物
を
個
別
的
に
意
義
づ
け
る
学
問

が
現
在
の
と
こ
ろ
体
系
的
に
存
在
し
な
い
。
と
い
っ

て
今
、
関
心
を
も
た
れ
て
い
る
生
活
史
を
見
殺
し
に

し
て
よ
い
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
と
思
う
。

有
形
文
化
財
に
共
通
す
る
保
存
上
の
性
格
は
施
設

に
移
す
こ
と
で
基
本
的
に
維
持
が
可
能
に
な
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
「
近
代
の
遺
産
の
保
存
と
活
用
に
関

す
る
協
力
者
会
議
L

で
も
度
々
施
設
が
期
待
的
な
話

題
と
な
っ
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
保
護
手
法
の

多
様
化
の
中
に
は
、
こ
の
施
設
を
位
置
づ
け
る
こ
と

が
ぜ
ひ
と
も
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
新
し
い
施
設
を

つ
く
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
多
様
化
を
示
し

て
い
る
既
存
の
施
設
へ
の
援
助
や
、
各
地
の
歴
史
博

物
館
や
民
俗
資
料
館
の
概
念
の
拡
大
の
検
討
も
あ
っ

て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
民
俗
文
化
財

の
保
存
に
は
建
造
物
の
分
野
と
の
協
力
が
得
ら
れ
、

か
つ
自
ら
柔
軟
性
を
増
し
得
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
で

よ
り
あ
る
べ
き
姿
に
近
い
保
存
が
可
能
な
場
面
も
生

じ
得
る
。
文
化
財
の
保
存
と
活
用
は
我
々
の
永
遠
の

課
題
で
あ
る
が
、
近
代
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
若
々
し
い
課
題
と
な
る
よ
う
に
感
じ
る
。
そ

う
す
る
と
い
う
積
極
的
な
動
き
を
期
待
し
て
い
る
。
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