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歴
史
資
料
と
い
う
言
葉
は
漠
然
と
し
て
い
る
が
、
文
化
財
保
護
法
で
は
、

昭
和
五
十
年
七
月
の
同
法
の
一
部
改
正
の
際
に
、
同
法
で
指
定
す
る
有
形

文
化
財
の
中
に
「
学
術
上
価
値
の
高
い
歴
史
資
料
」
と
い
う
項
目
を
加
え

た
。
同
年
九
月
の
文
化
庁
次
長
の
各
都
道
府
県
宛
の
通
達
で
は
、
こ
の
歴

史
資
料
と
は
、
「
必
ず
し
も
歴
史
上
、
又
は
芸
術
上
の
価
値
が
高
い
も
の
で

は
な
い
が
、
主
要
な
歴
史
事
象
に
関
す
る
遺
品
、
わ
が
国
の
歴
史
の
理
解

に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
遺
品
」
と
い
う
説
明
を
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
従
来
の
指
定
基
準
が
、
典
籍
・
書
跡
・
古
文
書
で
も
、
絵
画
・

彫
刻
・
工
芸
品
で
も
、
作
者
や
製
作
年
代
等
に
重
き
が
置
か
れ
、
い
わ
ば

一
点
豪
華
主
義
で
あ
っ
た
。
歴
史
研
究
で
は
、
社
会
経
済
史
な
ど
の
方
面

が
活
発
に
な
っ
た
の
に
対
応
す
る
た
め
の
改
正
と
も
言
え
る
。
産
業
・
貿

易
関
係
の
資
料
も
そ
の
対
象
に
な
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
史
跡
と
し

て
、
北
海
道
余
市
の
運
上
家
、
福
原
漁
場
、
宮
城
県
の
黄
金
山
産
金
遺
跡
、

島
根
県
の
石
見
銀
山
遺
跡
、
山
口
県
の
白
須
た
た
ら
製
鉄
遺
跡
が
指
定
さ

れ
た
り
、
建
造
物
に
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
が
新
し
く
定
め
ら
れ
た

こ
と
な
ど
と
も
関
連
す
る
こ
と
で
、
文
化
財
に
対
す
る
考
え
方
に
大
き
な

国
が
文
化
財
の
意
義
を
広
く
解
釈
し
、
そ
の
調
査
や
指
定
に
積
極
的
に

取
り
組
も
う
と
し
て
い
る
点
は
評
価
す
べ
き
で
あ
る
が
、
さ
て
現
実
に
日

日
の
如
く
多
量
の
歴
史
資
料
に
触
れ
て
い
る
者
に
と
っ
て
は
十
分
な
答
え

と
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
歴
史
資
料
を
ま
ず
古
文
献
・
古
記
録
と
い

う
狭
い
範
囲
で
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
か
つ
て
東
大
の
史
料
編
纂
所

を
中
心
と
す
る
多
く
の
大
学
等
の
研
究
機
関
で
探
訪
さ
れ
た
文
献
は
古
代

か
ら
戦
国
期
ま
で
を
対
象
と
し
、
江
戸
時
代
に
入
る
と
ご
く
初
期
の
も
の

に
限
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
最
も
大
量
に
存
在
す
る
文
書
・
記
録
は
そ
れ

以
後
の
も
の
で
あ
る
。
旧
大
名
家
や
旧
村
役
人
の
家
に
保
存
さ
れ
て
い
る

も
の
は
膨
大
な
も
の
が
あ
る
。
第
二
次
大
戦
後
、
そ
れ
ら
が
散
逸
・
亡
失

す
る
恐
れ
が
濃
厚
と
な
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
食
い
止
め
よ
う
と
い
う
こ
と

か
ら
、
有
識
者
に
よ
っ
て
庶
民
史
料
の
所
在
調
査
の
必
要
が
提
唱
さ
れ
た
。

そ
の
結
果
、
昭
和
二
十
三
年
に
学
術
研
究
会
議
特
別
委
員
会
と
し
て
近
世

庶
民
史
料
調
査
委
員
会
が
設
け
ら
れ
、
全
国
の
郷
土
史
研
究
者
も
調
査
員

に
委
嘱
し
て
史
料
所
在
調
査
が
行
わ
れ
、
近
世
庶
民
史
料
所
在
目
録
が
作

ら
れ
た
。
そ
の
一
方
で
、
散
逸
し
つ
つ
あ
る
史
料
を
収
集
す
る
た
め
の
運

動
が
実
っ
て
、
二
十
六
年
に
文
部
省
史
料
館
の
建
設
を
み
た
の
で
あ
る
。

そ
の
前
年
に
、
全
国
の
地
方
史
研
究
者
や
諸
学
会
・
団
体
を
母
胎
に
し

た
地
方
史
研
究
協
議
会
が
設
立
さ
れ
た
が
、
そ
こ
で
も
史
料
保
存
運
動
を

活
動
の
重
要
な
柱
と
し
て
お
り
、
後
述
す
る
文
書
館
設
立
運
動
に
も
こ
の

会
は
大
き
な
関
わ
り
を
持
つ
の
で
あ
る
。
私
自
身
も
こ
の
会
の
創
立
当
初

か
ら
関
係
を
持
ち
、
そ
の
後
、
二
十
五
年
間
に
わ
た
っ
た
会
長
の
職
を
汚

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

文
部
省
史
料
館
で
は
、
大
名
家
の
史
料
も
収
集
し
た
が
、
多
く
は
村
役

人
層
の
家
に
伝
わ
る
庶
民
史
料
で
あ
っ
た
。
農
地
改
革
な
ど
に
よ
る
旧
家

の
没
落
、
紙
不
足
に
よ
る
故
紙
の
買
い
集
め
、
家
屋
の
建
替
え
な
ど
、
そ

は

じ

め

に

変
化
が
生
じ
て
き
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
。
現
実
に
は
文
化
財
と
し

て
の
保
護
対
象
が
拡
大
し
た
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
国
の
歴
史
資
料
の
指

定
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
れ
ま
で
の
絵
画
・
工
芸
品
・
古
文
書
な
ど
に
分

類
さ
れ
難
い
、
ま
と
ま
っ
た
資
料
が
一
括
し
て
指
定
で
き
る
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
れ
ま
で
書
跡
部
門
で
指
定
さ
れ
て
い
た
天
草
四
郎
時
貞
関
係
資
料

や
、
絵
画
部
門
で
指
定
さ
れ
て
い
た
慶
長
遣
欧
使
節
関
係
資
料
が
歴
史
資

料
に
移
管
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
石
田
三
成
の
署
名
の
あ

る
太
閤
検
地
尺
や
、
増
田
長
盛
の
署
名
の
あ
る
一
升
枡
な
ど
も
、
歴
史
資

料
と
い
う
部
門
が
な
け
れ
ば
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
る
こ
と
は
困
難
で

あ
っ
た
ろ
う
。

歴
史
資
料
調
査
・
保
存
の
助
要
性

こ
の
歴
史
資
料
の
保
存
に
関
連
し
て
、
文
化
庁
で
は
、
古
文
書
の
散
逸
・

忘
失
を
防
ぐ
た
め
に
、
そ
の
所
在
や
実
態
を
調
査
し
て
、
保
存
対
策
を
立

て
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
昭
和
四
十
七
年
か
ら
補
助
金
を
出
し
て
全
国
的

な
古
文
書
調
査
を
行
い
、
五
十
一
年
度
か
ら
は
歴
史
資
料
調
査
が
行
わ
れ

て
い
る
。
地
方
自
治
体
が
そ
の
管
下
に
あ
る
古
文
書
や
歴
史
資
料
を
調
査

し
よ
う
と
い
う
時
に
、
そ
の
経
費
の
二
分
の
一
を
文
化
庁
が
補
助
す
る
と
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そ
の
傾
向
を
防
止
す
る
た
め
に
は
役
立
っ
た
。
少
な
く
と
も
史
料
の
重
要

さ
を
考
え
さ
せ
た
。
し
か
し
史
料
館
が
収
集
し
た
も
の
は
、
全
国
的
に
み

れ
ば
、
ほ
ん
の
一
部
分
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

文
書
舘
の
殷
立
運
動

こ
う
い
う
民
間
に
あ
る
文
書
・
記
録
と
共
に
、
国
や
自
治
体
に
あ
る
資

料
も
、
戦
災
等
で
多
く
失
わ
れ
た
。
県
庁
で
戦
災
に
遭
っ
た
所
も
多
い
。

市
町
村
で
も
戦
災
の
ほ
か
に
、
町
村
の
合
併
や
庁
舎
の
新
築
の
際
に
大
量

の
文
献
が
焼
却
さ
れ
た
り
し
た
。
こ
れ
ら
公
的
機
関
の
資
料
保
存
を
要
望

す
る
声
は
、
昭
和
三
十
四
年
に
日
本
学
術
会
議
を
通
じ
て
「
公
文
書
散
逸

防
止
に
つ
い
て
」
の
政
府
へ
の
勧
告
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
四
十
六
年
に

総
理
府
の
付
属
機
関
と
し
て
国
立
公
文
書
館
が
設
立
さ
れ
た
。
さ
ら
に
都

道
府
県
を
単
位
と
す
る
文
書
館
の
設
立
を
促
進
す
る
た
め
に
、
四
十
四
年

に
は
日
本
学
術
会
議
は
「
歴
史
資
料
保
存
法
制
定
に
つ
い
て
」
の
勧
告
を

行
っ
た
。
し
か
し
法
制
化
に
は
至
ら
な
か
っ
た
の
で
、
五
十
五
年
に
、
さ

ら
に
「
文
書
館
法
の
制
定
に
つ
い
て
」
と
い
う
勧
告
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
官
公
庁
資
料
を
収
集
、
整
理
、
保
存
し
、
一
般
公
衆
の
利
用
に

供
す
る
と
と
も
に
、
行
政
面
で
必
要
な
調
査
研
究
を
行
う
た
め
に
文
書
館

を
設
け
よ
と
い
う
も
の
で
、
文
書
館
は
各
都
道
府
県
及
ぴ
政
令
都
市
に
は

必
ず
設
置
す
る
よ
う
に
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
勧
告
も
今
の
と
こ
ろ
政
府
に
は
無
視
さ
れ
て
い
る
。

所
管
官
庁
と
な
る
べ
く
予
想
さ
れ
た
文
部
省
も
自
治
省
も
何
ら
の
反
応
を

示
さ
な
い
。
永
年
こ
の
運
動
を
進
め
て
き
た
私
た
ち
に
と
っ
て
は
歯
が
ゆ

い
限
り
で
あ
る
が
仕
方
が
な
い
。
今
は
別
の
方
法
を
考
え
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

歴
史
資
料
の
保
存
に
つ
い
て

児玉幸多
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文
書
館
設
立
運
動
と
並
ん
で
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
こ
の
専
門
の

職
員
の
養
成
で
あ
る
。
博
物
館
に
お
け
る
学
芸
員
の
如
く
、
文
書
館
に
も

専
門
職
と
し
て
の
ア
ー
キ
ヴ
ィ
ス
ト
か
必
要
と
さ
れ
る
が
、
現
在
の
と
こ

専
門
職
の
養
成
を

あ

わ

り

に

幸
い
に
都
道
府
県
で
の
文
書
館
（
公
文
書
館
・
歴
史
館
。
歴
史
資
料
館

な
ど
の
名
称
も
あ
る
）
は
か
な
り
多
く
設
立
さ
れ
て
き
た
。
東
京
・
山
ロ
・

福
島
・
茨
城
な
ど
か
ら
、
埼
玉
・
群
馬
な
ど
で
も
新
設
さ
れ
、
さ
ら
に
北

海
道
や
大
阪
に
も
設
け
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
都
道
府
県
の
段
階
で
は
か
な

り
の
建
設
を
み
た
が
、
市
町
村
で
は
ま
だ
容
易
に
そ
こ
ま
で
は
行
か
な
い
。

先
年
神
奈
川
県
の
藤
沢
市
で
市
史
の
編
さ
ん
事
業
を
行
っ
て
い
た
際
に
、

そ
の
事
業
関
係
者
か
中
心
と
な
っ
て
、
文
書
館
建
設
調
査
委
員
会
を
作
り
、

市
長
に
要
望
書
を
提
出
し
た
。
私
か
市
史
編
さ
ん
委
員
長
で
あ
っ
た
の
で
、

そ
ち
ら
の
委
員
長
に
も
な
っ
た
が
、
市
の
職
員
に
有
能
な
人
か
い
た
こ
と

や
、
市
長
な
ど
の
理
解
が
円
滑
に
行
っ
た
の
で
、
間
も
な
く
実
現
を
み
た
。

こ
れ
は
市
の
行
政
文
書
を
逐
次
移
管
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
か
、
り
っ
ば

な
建
物
が
で
き
、
専
門
の
職
員
が
配
置
さ
れ
る
と
、
寄
贈
や
寄
託
を
申
し

込
ま
汎
る
人
が
で
き
た
、
荒
畑
寒
村
氏
ら
の
蔵
書
や
旧
名
主
家
の
資
料
も

収
蔵
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
は
諸
方
か
ら
の
見
学
者
も
多
い
。

埼
王
県
の
川
口
市
で
も
近
く
文
魯
館
か
具
体
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
文
書
館
の
充
実
発
展
を
計
る
た
め
に
、
昭
和
五
十
一
年
に
は

全
国
歴
史
資
料
保
存
利
用
機
関
連
絡
協
議
会
が
結
成
さ
れ
、
各
地
域
に
部

会
も
設
け
ら
れ
て
、
研
究
や
相
互
の
情
報
交
換
が
行
わ
れ
て
い
る

C

こ
れ

に
は
既
設
館
ば
か
り
で
は
な
く

r

各
機
関
の
職
貝
の
参
加
も
あ
っ
て
、
年

年
盛
大
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

公
文
書
館
の
必
要
な
い
し
は
公
文
書
の
保
存
・
整
理
を
痛
感
す
る
の
は
、

市
町
村
史
な
ど
の
編
集
に
従
事
し
て
い
る
際
で
あ
る
。
明
治
以
降
の
資
史

料
の
不
足
の
た
め
に

r

身
近
な
年
代
の
こ
と
が
不
明
の
こ
と
が
多
い
。
前

述
し
た
よ
う
に
、
戦
災
や
火
災
の
ほ
か
に
、
町
村
合
併
の
折
に
廃
棄
を
し

た
り
、
新
庁
舎
建
設
の
際
に
焼
却
し
た
り
し
た
例
が
稀
で
は
な
い
。
町
村

合
併
促
巡
法
が
出
来
た
時
に
そ
の
心
配
が
あ
っ
た
の
て
、
当
時
自
治
庁
次

具
は
、
紡
織
関
係
で
も
漁
業
関
係
で
も
民
俗
の
部
門
で
扱
う
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
民
俗
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
と
混
乱
す
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
、

生
産
と
い
う
言
葉
に
し
て
み
る
。
生
産
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
歴
史
で
は

な
い
の
か
。
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
が
で
き
た
り
、
各
地
に
歴
史
民
俗
資

料
館
が
作
ら
れ
つ
つ
あ
る
け
れ
ど
も
、
い
つ
ま
で
も
区
別
し
て
お
く
必
要

か
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

か
つ
て
歴
史
と
言
え
ば
支
配
者
の
興
亡
史
で
あ
っ
た
。
遺
物
と
言
え
ば

権
力
者
の
愛
好
品
や
使
用
品
で
あ
っ
た
。
生
産
に
直
接
関
係
し
た
人
た
ち

か
使
用
し
た
物
な
ど
は
除
外
視
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
よ
う
や
く
民
俗
と

い
う
形
で
頭
を
出
し
て
き
た
の
て
あ
る
。
庶
民
の
歴
史
は
、
む
し
ろ
民
俗

と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
の
中
に
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
芸
術
性

の
商
い
工
芸
品
や
絵
画
、
彫
刻
も
大
事
で
あ
る
が
、
農
民
や
漁
民
が
日
常

使
用
し
て
い
た
器
物
も
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

近
世
の
大
名
家
の
史
料
か
ら
は
、
当
時
の
一
般
庶
民
の
姿
は
判
ら
な
い
。

村
役
人
な
ど
の
庶
民
層
に
残
さ
れ
た
史
料
で
赤
裸
々
な
姿
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
は
言
っ
て
も
今
日
で
は
古
文
書
学
の

上
で
は
、
近
世
文
書
に
つ
い
て
は
そ
の
分
類
や
様
式
に
つ
い
て
の
確
立
し

た
意
見
さ
え
も
出
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
近
世
史
料
こ
と
に
庶
民
史
料

の
扱
い
は
困
難
な
の
で
あ
る
。
ま
し
て
歴
史
学
と
民
俗
学
の
接
点
と
い
う

こ
と
に
な
る
と
、
ま
た
大
き
な
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
よ
う
。

う
に
通
牒
を
出
し
て
も
ら
っ
た
が
、
~
あ
ま
り
効
果
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
よ
く
保
存
し
て
い
る
所
も
あ
る
。
静
岡
県
の
新
居
町
で
は
役
場
関
係
・

町
議
会
関
係
等
を
極
め
て
豊
富
に
保
管
し
て
い
た
の
で
、
現
在
町
史
を
編

集
中
で
あ
る
か
｀
，
そ
の
選
択
に
骨
を
折
る
ほ
ど
で
あ
る
。

さ
て
こ
う
い
う
公
文
書
の
ほ
か
の
民
間
に
あ
る
資
料
は
ど
う
な
の
か
。

文
化
財
の
保
護
条
例
を
作
っ
て
い
る
市
区
町
村
で
は
ど
う
し
て
い
る
か
と

言
え
ば
、
国
の
よ
う
な
歴
史
資
料
と
い
う
分
類
は
し
な
い
ま
で
も
、
有
形

文
化
財
と
し
て
指
定
し
て
い
る
所
が
多
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
公
費
で

整
理
を
し
て
目
録
を
作
り
、
あ
る
い
は
裏
打
ち
ま
で
し
て
保
存
を
計
っ
て

い
る
所
も
あ
れ
は
、
単
に
一
括
し
て
指
定
し
た
ま
ま
の
所
も
あ
る
。
こ
れ

に
は
、
国
の
古
文
書
調
査
の
補
助
と
い
う
こ
と
が
十
分
に
徹
底
し
て
い
な

い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ふ
し
も
あ
る
。

私
有
の
歴
史
資
料
は
、
文
献
に
限
ら
ず
そ
の
保
存
維
持
に
多
く
の
問
題

か
伴
う
。
寄
託
さ
れ
た
も
の
で
も
、
遣
産
相
続
の
対
象
物
件
に
な
る
こ
と

が
あ
る
。
整
理
し
た
目
録
が
古
書
店
や
古
物
商
の
手
引
き
に
な
る
こ
と
も

あ
る
。
簡
単
に
公
表
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

歴
史
資
料
を
記
録
や
文
書
を
離
れ
て
、
広
く
遺
品
、
遺
物
ま
で
含
め
る

と
種
々
雑
多
な
も
の
か
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
そ
こ
に
は
限
界
が
あ
る
。

今
の
文
化
財
保
護
法
で
は
、
別
に
考
古
資
料
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
ま
た

有
形
民
俗
文
化
財
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
考
古
学
も
近
頃
は
中
世
か
ら
近

世
ま
で
下
っ
て
き
た
の
て
、
大
名
屋
敷
か
ら
の
発
掘
品
は
、
考
古
資
料
か

歴
史
資
料
か
、
あ
る
い
は
民
俗
資
料
か
と
い
う
問
題
も
起
き
る
時
代
か
来

る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
民
俗
と
の
関
係
が
む
ず
か
し
い
で
あ
ろ

、1
0

0

-

"

.

5

、
(
＇
，
饂
史
資
料
で
あ
る
が
、
近
世
の
殷

は
専
門
職
と
し
て
の
待
遇
は
与
え
ら
れ
ず
、
一
般
事
務
職
員
の
如
く
、
し

ぱ
し
ば
他
の
職
務
に
移
動
さ
れ
て
い
る
。
歴
史
知
識
と
管
理
能
力
を
持
つ

者
が
安
住
し
て
働
け
る
地
位
を
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た

そ
う
い
う
人
材
を
養
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
工
た
声
は
よ
う
や

く
起
り
つ
つ
あ
る
段
階
で
、
実
現
の
た
め
に
は
一
層
声
を
大
き
く
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

文
化
財
の
指
定
と
い
う
こ
と
で
は
、
国
の
機
関
で
は
、
絵
画
だ
彫
刻
だ
‘

建
造
物
だ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
家
が
別
々
に
判
断
を
下
し
て
い
る
が
、

区
や
市
の
段
階
で
は
、
絵
画
も
民
俗
も
文
献
も
、
さ
ま
ざ
ま
の
専
門
家
が

同
じ
立
場
で
議
論
し
あ
っ
て
判
断
し
て
い
る
。
専
門
分
野
か
あ
る
よ
う
な

無
い
よ
う
な
所
が
面
白
い
。
歴
史
資
料
と
い
う
も
の
は
、
む
し
ろ
そ
う
し

た
総
合
的
な
判
断
で
選
択
し
た
方
か
歴
史
そ
の
も
の
に
近
づ
く
感
じ
が
す

る
の
で
あ
る
。

児
玉
幸
多
（
こ
だ
ま
•
こ
う
た
）

明
治
4
2
年
、
長
野
県
生
ま
れ
。
東
京
帝
国
大
学

元
学
習
院
大
学
長
。
現
在
、
地
方
史
研
究
協
議
会

歴
史
資
料
貝
解
の
統

— 7 — ー 6―



定

価

年
間
購
読
料

危

0
昭
和
6
0
年
も
、
間
も
な
く
終
わ
ろ
う
と

し
て
い
ま
す
。
皆
様
に
と
っ
て
ど
ん
な
一

年
で
し
た
か
。

0
三
浦
長
官
が
、
こ
の

6
月
に
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
を
視
察
し
た
の
に
引
き
続
き
、
去
る
1
2

月
2
日
か
ら

6
日
ま
で
韓
国
を
訪
問
し
ま

し
た
。

0
ま
た
、
今
月
号
で
紹
介
し
た
と
お
り
、

東
独
文
化
大
臣
や
韓
国
の
報
道
団
な
ど
、

海
外
か
ら
文
化
庁
へ
の
訪
問
も
昨
今
増
加

し
て
い
ま
す
。

0
国
際
化
の
時
代
と
言
わ
れ
て
久
し
い
で

す
が
、
こ
れ
か
ら
文
化
行
政
を
進
め
て
い

く
う
え
で
も
、
常
に
国
際
的
視
野
を
持
ち

続
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

0
新
た
な
年
が
や
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
ど

う
ぞ
素
晴
ら
し
い
一
年
を
お
過
ご
し
く
だ

さ
い
。

(

S
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