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文化財の公開活用の推進

濱田直嗣氏

三
輌
本
日
は
大
変
お
忙
し
い
中
を
ご
参
集
い
た
だ

き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

最
近
、
国
民
の
文
化
財
に
対
す
る
関
心
の
高
揚
を

背
景
と
し
て
博
物
館
、
美
術
館
、
資
料
館
と
い
っ
た

施
設
が
全
圏
的
に
非
常
に
増
え
て
き
て
お
り
ま
す
。

そ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
今
日
の
テ
ー
マ
で
あ
り
ま

す
国
指
定
文
化
財
、
つ
ま
り
国
宝
、
重
要
文
化
財
、

重
要
有
形
民
俗
文
化
財
等
の
、
主
に
動
産
文
化
財
で

す
が
、
そ
れ
ら
の
公
開
活
用
の
促
進
が
大
き
な
課
題

に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

文
化
財
保
護
法
で
は
、
重
要
文
化
財
の
所
有
者
あ

る
い
は
管
理
団
体
以
外
の
者
が
重
要
文
化
財
を
公
開

し
よ
う
と
い
う
と
き
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
文
化
庁
長

官
の
筈
可
を
得
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て

r

こ

れ
ま
で
に
、
こ
の
公
開
の
許
可
を
受
け
て
公
開
を
行

っ
た
施
殷
は
、
約
四
0
0
館
に
達
し
て
い
ま
す
。

保
護
法
に
は
、
こ
の
公
開
許
可
の
例
外
と
し
て
、

文
化
庁
長
官
が
あ
ら
か
じ
め
承
認
を
行
っ
た
博
物
館

等
に
つ
い
て
は
、
匡
の
機
関
あ
る
い
は
地
方
公
共
図

体
が
主
催
す
る
殿
覧
会
等
で
重
要
文
化
財
を
公
開
す

る
と
き
に
、
事
前
の
届
出
に
よ
っ
て
公
関
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
昨
年
八
月
に
「
重

要
文
化
財
の
所
有
者
及
び
管
理
団
体
以
外
の
者
に
よ

る
公
開
に
か
か
わ
る
博
物
館
そ
の
他
の
施
設
の
承
認

に
関
す
る
規
程
」
を
定
め
て
、
こ
の
制
度
を
発
足
さ

せ

た

と

こ

ろ

で

す

。

．

ご
存
じ
の
よ
う
に
、
昨
年
文
化
財
保
護
法
の
一
部

が
改
正
さ
れ
‘
-
0
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
お
り

公
開
承
認
施
設
と
し
て
承
認
を
い
た
だ
け
れ
ば
、

あ
と
は
い
ち
い
ち
公
開
許
可
申
請
を
し
な
く
て
も
公

開
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
、
大
変
良
い
制
度
だ
と
思

い
ま
す
。

公
関
許
可
申
請
は
、
な
か
な
か
所
有
者
の
承
諾
書

が
得
ら
れ
な
い
た
め
間
際
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
、

展
覧
会
の
準
備
が
滞
る
な
ど
手
続
的
な
困
難
性
も
あ

り
ま
し
た
の
で
、
今
回
そ
れ
ら
の
解
決
の
途
が
開
か

れ
た
こ
と
は
大
変
あ
り
が
た
く
、
ま
た
歓
迎
す
べ
き

こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

三
輪
埼
玉
県
立
博
物
館
で
の
文
化
財
の
公
開
に
対

す
る
取
り
組
み
方
、
企
画
に
対
す
る
基
本
的
な
考
え

方
は
い
か
が
で
す
か
。

早
川
総
論
的
に
申
し
士
げ
ま
す
と
、
こ
れ
ま
で
は

文
化
財
の
公
開
で
い
ろ
い
ろ
な
問
題
に
関
し
て
文
化

庁
に
お
邪
魔
を
し
て
指
導
を
受
け
れ
ば
済
ん
で
い
た

こ
と
が
、
今
後
は
自
分
達
で
判
断
を
し
な
け
れ
ば
い

け
な
い
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
相
当
の
専
門
性
も
要

ま
す
が
、
今
回
の
法
改
正
で
は
、
こ

の
例
外
摺
置
を
さ
ら
に
拡
大
し
て
、

重
要
文
化
財
の
公
開
を
届
出
に
よ
っ

て
行
う
こ
と
が
で
き
る
主
催
者
に
、

文
化
庁
長
官
が
承
認
を
行
っ
た
博
物

館
そ
の
他
の
施
設
の
設
置
者
、
つ
ま

り
「
公
開
承
認
施
設
し
の
設
置
者
を

加
え
、
届
出
に
つ
い
て
も
公
開
終
了

後
二
0
日
以
内
に
届
け
出
れ
ば
よ
い

と
い
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。

重
要
有
形
民
俗
文
化
財
に
つ
い
て

も
r

同
様
の
趣
旨
で
事
前
届
出
の
例

外
と
し
て
叩
後
の
届
出
に
よ
る
公
開

の
途
を
開
い
た
と
こ
ろ
で
す
。

事
前
の
お
話
は
こ
の
く
ら
い
に
し

て
、
ま
ず
は
各
館
の
実
状
を
踏
ま
え

な
が
ら
‘
”
文
化
財
の
公
闘
活
用
に
つ

い
て
お
話
し
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
。

鷲
塚
文
化
財
鑑
査
官
か
ら
説
明
が

あ
り
ま
し
た
規
制
緩
和
に
つ
い
て
で

す
が
、
保
護
法
が
で
き
ま
し
た
昭
和

二
五
年
か
ら
既
に
保
誤
法
の
条
文
に

は
「
施
設
の
承
靱
」
と
い
う
言
葉
が

あ
っ
た
わ
け
で
す
。
長
官
が
公
開
を

承
認
し
た
施
設
。
私
も
長
い
間
こ
の

制
度
が
推
進
さ
れ
る
こ
と
を
待
ち
わ

び
て
い
た
わ
け
で
す
。

求
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
し
、
自
分
た
ち
自
身
で
相
当

な
自
己
規
制
と
い
う
か
自
主
的
な
規
制
を
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

私
ど
も
の
企
画
展
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
埼
玉

が
主
体
に
な
る
テ
ー
マ
の
も
の
が
多
い
の
で
す
が
、

一
方
、
一
般
の
方
々
の
最
近
の
関
心
と
い
う
の
は

I
>

日
本
的
と
い
い
ま
す
か
国
際
的
と
い
い
ま
す
か
、
よ

り
大
き
な
テ
ー
マ
に
興
味
を
持
た
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
て
い
ま
す
し

r

関
心
も
大
変
高
く
な
っ
て
き
て

い
ま
す
。
私
ど
も
の
博
物
館
で
、
こ
の
一
0
年
ぐ
ら

い
の
間
に
一
二
十
数
回
の
特
別
展
を
開
催
し
て
い
る
う

ち
、
そ
う
し
た
広
い
視
野
に
立
ち
重
要
文
化
財
を
公

開
し
た
の
は
一
四
回
に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
ら
が
や

は
り
大
き
な
関
心
を
集
め
、
観
覧
者
数
も
多
か
っ
た

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

三
輪
濱
田
館
長
の
と
こ
ろ
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

濱
田
一
―
年
前
に
新
し
い
館
に
建
て
か
え
を
し
ま

し
て
、
要
望
に
こ
た
え
ら
れ
る
よ
う
な
館
に
脱
皮
し

た
と
い
う
か
拡
大
し
た
わ
け
で
す
。

開
館
以
来
、
歴
史
と
美
術
を
テ
ー
マ
と
し
て
き
た

館
で
す
か
ら
、
開
館
記
念
展
に
御
物
、
国
宝
、
い
ろ

い
ろ
な
も
の
が
来
た
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
そ
の
後
、

年
に
二
回
か
ら
＝
一
回
、
自
主
企
画
展
あ
る
い
は
巡
回

展
を
開
く
中
で
、
特
に
こ
の
一
0
年
来
は
指
定
文
化

財
を
あ
わ
せ
て
公
開
し
て
い
ま
す
。

最
近
は
企
画
展
覧
会
が
大
型
化
し
て
お
り
ま
し
て
、

そ
れ
に
対
応
す
る
に
は
、
二
、
三
年
前
か
ら
出
品
の

お
願
い
を
し
て
お
か
な
い
と
、
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
も

の
が
整
わ
な
い
と
い
う
状
況
が
続
い
て
お
り
ま
す
。

そ
ん
な
中
で
、
指
定
文
化
財
級
の
も
の
を
入
れ
た
展

覧
会
は
、
市
民
、
県
民
に
喜
ん
で
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
。

三
輪
確
か
に
重
要
文
化
財
の
出
品
は
、
展
覧
会
の

構
成
上
大
き
な
意
義
を
も
つ
場
合
が
多
い
で
す
ね
。

濱
田
企
画
に
当
た
っ
て
の
基
本
的
な
私
ど
も
の
ス

タ
ン
ス
は
r

ま
ず
、
仙
台
・
東
北
の
美
術
な
り
胆
史

に
は
何
が
あ
る
か
を
探
る
こ
と
で
す
。
他
方
で
仙

台
。
東
北
の
人
た
ち
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
日
本
的
な
、

あ
る
い
は
世
界
的
な
も
の
を
見
て
も
ら
う
必
要
も
あ

る
わ
け
で
、
今
回
の
規
制
緩
和
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に

充
実
し
た
企
画
展
が
開
催
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

た
だ
、
埼
玉
の
早
川
館
長
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た

よ
う
に
、
指
定
文
化
財
を
貸
し
出
す
の
に
、
今
ま
で

は
文
化
庁
の
承
認
が
あ
っ
た
か
ら
出
せ
ば
い
い
と
い

う
こ
と
で
、
割
に
気
経
に
出
し
て
い
た
の
で
す
が
、

今
後
は
自
分
た
ち
の
地
域
の
文
化
財
の
現
状
を
常
に

把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

三
輯
従
前
も
あ
っ
た
わ
け
で
し
ょ
う
が
、
他
方
で

違
っ
た
面
の
責
任
も
生
じ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す

ね。演
田
近
年
、
学
芸
員
の
資
質
の
向
上
の
た
め
の
さ

ま
ざ
ま
な
試
み
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
い
っ

た
も
の
と
あ
わ
せ
て
進
め
て
い
た
だ
り
れ
ば
、
よ
り

よ
い
公
開
活
動
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

文化財公開活用の
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-文化財の公開活用の推進

三
輪
瀬
戸
内
海
歴
史
民
俗
資
料
館
は
、
歴
史
民
俗

資
料
館
の
比
較
的
初
期
の
館
で
す
が
、
特
に
民
俗
文

化
財
と
い
う
視
点
か
ら
片
山
館
長
の
ご
意
見
を
伺
い

た
い
と
思
い
ま
す
。

片
山
今
回
の
法
改
正
は
、
ど
う
し
て
も
重
要
文
化

財
に
視
点
が
い
き
そ
う
な
感
じ
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

私
ど
も
は
r

重
要
有
形
民
俗
文
化
財
と
し
て
国
の
指

定
を
い
た
だ
い
た
文
化
財
に
つ
い
て
も
、
保
存
、
活

用
に
努
め
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

開
館
を
い
た
し
ま
し
て
、
既
に
二
十
数
年
た
っ
て

い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
設
立
当
初
か
ら
国
指

定
又
化
財
を
常
時
公
開
し
て
い
く
と
い
う
運
営
を
や

っ
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
。
展
示
の
た
め
の
場
所
と

い
う
よ
り
も
、
収
蔵
庫
を
兼
ね
た
展
示
の
ス
ペ
ー
ス

と
い
う
取
り
組
み
方
で
来
て
お
り
ま
す
か
ら
、
ど
う

し
て
も
常
設
展
示
が
基
本
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

私
ど
も
も
、
年
に
二
回
程
度
、
通
算
い
た
し
ま
す

と
六

0
回
く
ら
い
の
企
画
展
を
行
っ
て
き
て
お
り
ま

早
川
公
開
活
用
の
促
進
と
い
う
こ
と
を
絡
め
て
考

え
ま
す
と
、
当
然
保
存
科
学
・
技
術
の
専
門
性
を
持

っ
た
人
を
博
物
館
側
に
配
属
す
る
必
要
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。
国
と
し
て
は
、
人
材
の
養
成
が
求
め
ら
れ

て
く
る
と
思
い
ま
す
が
、
私
の
ほ
う
で
も
、
そ
う
い

っ
た
人
材
を

l

日
で
も
早
く
採
用
し
な
け
れ
ば
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

＿
＿
＿
輪
片
山
先
生
の
ほ
う
は
ど
う
で
す
か
。

片
山
今
一
番
の
課
題
と
思
っ
て
い
ま
す
の
は
、
有

形
民
俗
文
化
財
を
ど
う
い
う
形
で
適
切
に
保
存
し
て

い
く
の
が
望
ま
し
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

藁
製
品
と
か
竹
製
品
、
素
材
は
さ
ま
ざ
ま
で
、
そ

れ
も
収
蔵
庫
に
収
蔵
し
て
い
る
だ
け
で
も
朽
ち
て
い

く
と
い
う
性
格
の
も
の
が
大
半
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ

れ
を
一
方
で
は
公
開
、
同
時
に
一
方
で
は
保
存
し
て

い
か
な
い
と
い
け
な
い
。

ま
し
て
最
近
で
す
と
、
そ
う
い
う
資
料
を
扱
え
る

職
人
さ
ん
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ

ら
を
い
か
に
維
持
し
、
保
存
し
て
い
く
か
と
い
う
こ

と
が
、
一
っ
の
大
き
な
課
題
と
し
て
あ
る
わ
け
で
す
。

鷲
塚
我
々
博
物
館
も
同
じ
な
ん
で
す
が
、
コ
ン
サ

バ
タ
ー
の
地
位
の
向
上
と
人
材
の
確
保
と
い
う
こ
と

が
非
常
に
重
要
な
課
題
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
ね
。

三
輯
濱
田
先
生
の
と
こ
ろ
は
い
か
が
で
す
か
。

演
田
海
外
展
で
、
あ
ち
ら
か
ら
お
借
り
し
た
時
に
、

修
復
担
当
ス
タ
ッ
フ
が
揃
っ
て
い
る
こ
と
。
ち
ゃ
ん

と
整
え
て
、
絵
の
具
の
補
修
か
ら
裏
打
ち
ま
で
何
で

も
し
て
く
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
状
況
を
実
際
に
見

片山異氏

す
。
こ
れ
は
新
し
く
収
集
し
た
民
俗
資
料
な
ど
を
中

心
に
ご
覧
い
た
だ
<
r
あ
る
い
は
専
門
職
員
が
研
究

の
過
程
で
到
達
し
た
範
囲
の
も
の
を
、
テ
ー
マ
に
合

わ
せ
て
ご
覧
い
た
だ
く
よ
う
な
企
画
展
で
ご
ざ
い
ま

し
て
、
比
較
的
地
味
で
ご
ざ
い
ま
す
。

た
だ
、
専
門
の
方
々
で
す
と
か
、
大
学
関
係
の
先

生
方
に
と
っ
て
は
、
注
目
を
い
た
だ
く
よ
う
な
も
の

の
積
み
重
ね
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

鷲
塚
重
要
文
化
財
等
の
特
別
展
で
の
活
用
は

r

か

な
り
前
も
っ
て
連
絡
を
と
っ
て
お
か
な
い
と
、
競
合

が
起
き
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
公
開
が

活
発
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
臨
時
に
拝
借
し
て
の
公

開
が
ス
ム
ー
ズ
に
い
く
よ
う
な
方
策
を
と
る
必
要
が

あ
る
と
思
う
ん
で
す
。

現
在
、
保
護
法
第
四
八
条
の
文
化
庁
長
官
の
勧
告

又
は
承
認
に
よ
る
出
品
を
受
け
て
い
る
館
の
方
々
が

年
に
一
度
集
ま
っ
て
展
覧
会
企
画
、
．
開
催
時
期
等
に

つ
い
て
話
し
合
い
を
文
化
庁
主
催
で
行
っ
て
い
ま
す

が
、
こ
れ
で
公
開
承
認
施
設
が
増
え
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
と
、
そ
の
連
絡
調
整
の
機
会
と
い
い
ま
す
か
、

情
報
交
換
の
場
を
文
化
庁
あ
た
り
で
音
頭
を
と
っ
て

設
定
し
て
い
た
だ
く
と
大
変
や
り
や
す
く
な
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
ね
。

＊

＊

 

三
輯
次
に
、
社
会
的
な
状
況
な
ど
も
大
き
く
変
化

し
、
ユ
ー
ザ
ー
側
の
ニ
ー
ズ
も
多
様
化
し
て
い
る
と

い
う
状
況
の
中
で
、
予
算
等
を
含
め
て
各
館
ど
う
い

う
取
り
組
み
方
を
さ
れ
て
い
る
の
か
を
お
話
し
願
え

て
い
る
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
公
開
の
促
進
と
い
う

方
向
が
確
か
で
あ
れ
ば
、
学
芸
員
の
構
成
自
体
も
点

検
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
な
と
い
う
ふ
う
に

思
い
ま
す
。

三
輯
学
芸
員
に
対
し
て
再
教
育
を
ど
う
し
て
い
く

か
と
い
う
の
は
、
文
化
庁
側
で
も
現
在
検
討
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

文
化
財
の
公
開
の
促
進
は
、
』
今
や
大
き
な
テ
ー
マ

で
あ
り
ま
す
が
、
保
存
と
い
う
部
分
は
、
そ
れ
に
必

ず
連
動
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
し
、
保
存
修
復

担
当
は
、
確
か
に
こ
れ
か
ら
博
物
館
の
体
制
の
中
に

取
り
込
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
職
種
だ
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。

鷲
塚
修
理
費
の
問
題
で
す
が
、
日
本
の
美
術
品
と

い
う
の
は
、
修
理
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
命
脈

を
畏
ら
え
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
こ
を
絶
対
に

忘
れ
な
い
よ
う
に
し
た
い
で
す
ね
。

三
綸
そ
う
で
す
ね
。
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
、
そ

の
認
識
を
前
提
と
し
た
活
用
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
い
ま
す
。

＊

＊

 

三
輔
さ
て
、
現
在
、
文
化
庁
で
は
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
プ
ラ
ン
と
い
っ
て
お
り
ま
す
が
、
①
人
材
の
養
成
、

②
収
蔵
品
の
充
実
、
③
普
及
活
動
の
充
実
、
④
国
際

交
流
、
⑤
展
示
の
充
実
な
ど
の
博
物
館
や
美
術
館
の

運
営
面
の
充
実
を
図
る
た
め
の
施
策
を
展
開
し
て
い

こ
う
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
。

璽
要
文
化
財
や
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
な
ど
の
指

定
文
化
財
の
公
開
活
動
の
推
進
に
つ
い
て
も
、
こ
の

施
策
の
柱
と
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
こ
の
プ
ラ

ン
に
つ
い
て
、
特
に
今
後
の
展
望
と
方
策
に
つ
い
て

ご
意
見
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

鷲
塚
い
ず
れ
も
重
要
な
の
で
す
が
、
「
普
及
活
動
の

充
実
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
は
教
育
と
い
う
ニ
ュ
ア

ン
ス
を
強
め
て
、
博
物
館
敦
育
的
な
も
の
を
増
や
し

て
い
く
と
い
う
の
が
重
要
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

今
ま
で
日
本
で
は
美
術
の
創
造
教
育
が
主
体
で
鑑

賞
教
育
と
い
う
の
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
こ
れ
に

対
す
る
反
省
の
意
味
も
込
め
て
、
教
育
部
門
の
充
実

を
ぜ
ひ
図
っ
て
い
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
さ
ら
に
は
指

定
文
化
財
等
の
活
用
も
適
正
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
持
ち
が
非
常
に
強
い
ん

で
す
。

三
輪
つ
ま
り
ユ
ー
ザ
ー
側
に
対
す
る
教
育
活
動
の

充
実
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

鷲
塚
我
々
に
寄
せ
ら
れ
る
投
書
で
一
番
多
い
の
が
、

9 文化庁月報 1997.1 

れ
ば
と
思
い
ま
す
。

早
川
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
一
般
の

方
々
の
関
心
が
非
常
に
向
上
し
て
、
要
求
さ
れ
る
も

の
も
、
遠
路
、
貴
重
な
も
の
を
運
ん
で
く
る
と
い
う

よ
う
な
こ
と
が
数
多
く
出
て
く
る
。
一
方
で
地
方
公

共
団
体
も
財
政
難
で
、
予
算
的
な
面
で
は
非
常
に
厳

し
く
制
約
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
活
路
を
見
い
だ
す
た
め
、
他
の
機
関
と
の

共
催
も
考
え
て
い
ま
す
。

三
翰
重
要
文
化
財
や
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
な
ど

の
指
定
文
化
財
を
ど
ん
ど
ん
公
開
し
て
い
く
と
い
う

の
は
、
一
方
で
は
予
算
的
な
面
に
も
影
響
を
与
え
て

い
く
と
こ
ろ

9

か
あ
る
わ
け
で
す
ね
。

演
田
館
の
予
算
的
レ
ベ
ル
は

r

県
立
、
市
立
、
私

立
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
展
覧
会
の
大
型

化
が
ど
う
し
て
も
進
ん
で
い
ま
し
て
、
共
催
と
い
う

形
で
や
れ
て
は
い
る
ん
で
す
が
、
共
催
の
相
手
側
か

ら
、
よ
り
多
く
の
指
定
文
化
財
の
公
開
を
要
望
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

身
の
周
り
の
も
の
だ
け
を
展
示
す
る
展
覧
会
構
成

と
な
る
と
、
＇
関
心
を
呼
ぶ
の
は
難
し
い
も
の
で
す
か

ら
、
大
型
の
催
し
物
を
ど
う
い
う
形
で
運
営
す
る
か

と
い
う
の
が
、
今
後
の
課
題
の
一
っ
か
と
思
い
ま
す
。

三
輯
先
ほ
ど
の
館
と
し
て
の
責
任
と
い
う
こ
と
と

関
連
し
ま
す
が
、
公
開
が
促
進
さ
れ
て
く
る
と
す
れ

ば
、
一
方
に
は
保
存
と
い
う
責
任
も
当
然
出
て
く
る

わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
応
じ
た
管
理
・
運
営

面
で
の
対
応
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
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三輪鑑査官

ま
ず
説
明
書
の
字
が
小
さ
い
と
い
う
こ
と
。
次
が
説

明
不
足
、
ま
た
説
明
は
あ
っ
て
も
難
し
く
て
何
を
言

っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

＿
つ
の
例
で
す
が
、
東
京
の
国
立
近
代
美
術
館
で

子
ど
も
用
に
カ
ー
ド
を
配
っ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
の

裏
の
説
明
を
書
い
た
の
は
、
小
。
中
学
校
の
美
術
の

先
生
な
ん
で
す
。
確
か
に
非
常
に
わ
か
り
や
す
い
言

葉
で
書
い
て
あ
る
。
基
本
的
な
材
料
提
供
は
、
当
然
、

学
芸
員
が
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い

う
外
部
の
方
の
応
援
も
得
て
い
け
ば
、
よ
り
皆
さ
ん

に
親
し
み
、
ま
た
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
博
物
館
、

美
術
館
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

早
川
平
常
の
学
校
の
授
業
の
中
で
取
り
組
ん
で
い

け
る
よ
う
な
施
策
が
必
要
で
し
ょ
う
。
我
々
の
側
で

も
積
極
的
に
学
校
側
と
連
携
し
て
い
く
方
法
を
考
え

て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

学
校
教
育
の
中
で
博
物
館
を
利
用
す
る
。
文
化
財

を
自
分
の
目
で
鑑
賞
し
て
知
殿
や
感
覚
を
身
に
つ
け

て
い
く
と
い
う
こ
と
を
、
子
ど
も
の
成
長
過
程
の
中

で
一
、
二
回
や
っ
た
の
と
、
や
ら
な
い
の
と
で
は
、

教
育
上
ず
い
ぶ
ん
違
う
結
果
が
出
て
く
る
と
思
う
ん

で
す
ね
。

片
山
当
館
で
も
学
習
シ
ー
ト
を
つ
く
っ
た
り
、
学

年
に
応
じ
た
指
導
プ
ラ
ン
を
提
供
す
る
体
制
は
と
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
教
師
用
の
手
引
き
を
用
意
し
て

い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

し
か
し
、
も
っ
と
文
化
財
教
育
あ
る
い
は
人
間
教

育
と
い
う
面
か
ら
、
学
校
教
育
の
中
で
鑑
賞
の
機
会
、

す
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
（
笑
）
。

三
輪
濱
田
先
生
の
と
こ
ろ
は
い
か
が
で
す
か
。

濱
田
私
ど
も
も
そ
う
い
う
機
会
が
ふ
え
れ
ば
、
対

応
す
る
努
力
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
と
あ
わ
せ
て
国
立
鮪
に
よ
る
巡
回
展
の
こ
と

で
す
が
、
最
近
の
巡
回
展
は
三
館
、
四
館
二
諾
で
非

常
に
お
も
し
ろ
い
し
、
そ
の
際
に
里
帰
り
と
い
う
の

も
結
構
多
く
ご
ざ
い
ま
し
た
。

三
輪
民
俗
文
化
財
の
ほ
う
で
は
r

公
開
の
推
進
と

い
う
の
は
い
か
が
で
す
か
。

片
山
現
に
私
ど
も
の
資
料
を
使
い
た
い
と
お
っ
し

や
っ
て
、
年
間
に
幾
つ
か
お
貸
し
を
す
る
形
で
利
用

は
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す

C

三
輪
文
化
財
の
公
開
活
用
の
推
進
に
つ
い
て
は
大

方
賛
意
を
示
し
て
い
た
だ
け
る
と
理
解
し
て
よ
ろ
し

い
わ
け
で
す
ね
。

た
だ
、
こ
れ
に
は
保
存
上
の
い
ろ
い
ろ
な
責
任
の

問
題
が
、
当
然
各
館
に
も
生
じ
て
く
る
と
思
わ
れ
ま

博
物
館
で
の
学
留
の
機
会
を
促
進
す
る
よ
う
な
施
策

を
、
何
か
お
考
え
い
た
だ
け
な
い
か
と
思
う
わ
け
で

す。鷲
塚
私
ど
も
で
は
一
昨
年
、
ド
イ
ツ
で
美
術
館
教

育
の
訓
練
を
受
け
て
き
た
人
を
採
用
し
た
ん
で
す
。

そ
う
い
う
人
が
、
例
え
ば
ス
ラ
イ
ド
の
ワ
ン
セ
ッ
ト

を
持
っ
て
、
学
校
へ
出
か
け
て
、
い
ろ
い
ろ
な
説
明

を
し
た
り
美
術
教
育
を
す
る
と
い
う
方
向
へ
持
っ
て

い
く
べ
く
努
力
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

三
輪
五
番
目
の
「
展
示
資
料
の
充
実
」
と
い
う
と

こ
ろ
で
す
が
、
こ
れ
は
か
ね
て
か
ら
ど
こ
の
館
で
も

考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
重
要
文
化
財
の
公

開
承
認
施
設
数
を
増
や
し
な
が
ら
、
一
方
で
は
文
化

財
保
護
法
第
四
八
条
の
、
文
化
庁
長
官
に
よ
る
出
品

の
勧
告
や
承
認
を
行
う
制
度
を
活
用
し
て
、
展
示
資

料
で
も
あ
る
重
要
文
化
財
の
積
極
的
な
公
開
活
用
を

図
る
と
い
う
の
蛉
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
プ
ラ
ン
の
一
っ

の
大
き
な
柱
で
す
が
°
・

鷲
塚
資
料
が
増
え
る
と
い
う
の
は
一
番
い
い
こ
と

な
ん
で
す
が
、
重
要
文
化
財
に
な
る
と
非
常
に
高
額

で
す
し
、
そ
れ
は
お
い
そ
れ
と
い
き
ま
せ
ん
の
で
、

内
容
充
実
の
た
め
に
は
少
し
で
も
寄
託
品
を
増
や
す

努
力
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

三
輪
確
か
に
、
公
開
に
伴
う
経
費
の
問
題
が
あ
る

わ
け
で
す
ね
。

早

川

今
r

私
の
ほ
う
で
も
文
化
庁
長
官
の
勧
告
や

承
認
に
よ
る
出
品
が
で
き
る
博
物
館
と
し
て
、
勧
告

が
二
件
、
承
認
七
件
、
寄
託
一
件
、
全
部
で
一

0
件

‘、。

す
カ

濱
田
や
は
り
所
有
の
館
が
正
確
に
把
握
し
て
、
管

理
に
つ
い
て
は
文
化
庁
の
側
よ
り
、
む
し
ろ
こ
ち
ら

側
の
責
任
が
重
く
な
る
わ
け
で
す
ね
。

三
輯
こ
う
い
う
流
れ
が
ど
ん
ど
ん
で
き
て
い
け
ば
、

将
来
的
に
は
ど
こ
の
館
が
ど
う
い
う
文
化
財
を
公
開

し
て
い
る
か
と
い
う
各
館
の
情
報
を
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
等
で
入
手
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
。

つ
ま
り
、
重
要
文
化
財
の
公
開
状
況
が
年
間
を
通

じ
て
把
握
で
き
る
と
い
う
の
も
、
こ
れ
か
ら
の
姿
だ

と
思
う
ん
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
の
き
っ
か
け
に
も

な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
は
博
物
館
と
し
て
は
当
然
持
っ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
情
報
の
は
ず
な
ん
で
す
が
、
意
外
に
達

成
で
き
て
い
な
い
の
が
現
状
で
す
ね
。

濱
田
公
開
し
た
情
報
が
二

0
日
後
に
は
そ
れ
ぞ
れ

文
化
庁
に
集
約
さ
れ
る
わ
け
で
す
ね
。

鷲
塚
お
っ
し
ゃ
る
の
は
、
恐
ら
く
展
覧
会
歴
の
こ

と
だ
と
思
う
ん
で
す
。
活
用
歴
と
い
う
か
。

濱
田
は
い
、
そ
う
で
す
。

鷲
塚
そ
れ
の
把
握
は
、
今
ま
で
あ
ま
り
で
き
て
い

ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
情
報
が
得
ら
れ
れ
ば
、
例
え
ば

借
り
よ
う
と
思
っ
た
と
き
f
去
年
の
何
月
か
ら
何
月

ま
で
公
開
し
て
い
る
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
無
理
だ
ろ
う

と
か
と
い
う
判
断
の
材
料
に
な
り
ま
す
ね
。

三
醗
個
々
の
文
化
財
に
つ
い
て
の
カ
ル
テ
の
構
築

と
い
う
の
は
、
こ
れ
か
ら
の
大
き
な
課
題
で
す
。
こ

の
文
化
財
を
い
つ
何
日
間
、
ど
こ
で
公
開
し
て
、
ど

を
交
代
で
展
示
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
が
、

こ
の
展
示
効
果
は
き
わ
め
て
高
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

出
品
す
る
重
要
文
化
財
を
量
的
に
も
う
少
し
増
や
し

て
い
く
こ
と
が
可
能
な
ら
ば
、
私
ど
も
と
し
て
は
そ

れ
ら
を
大
い
に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

三
輔
公
開
に
つ
い
て
の
制
度
改
正
を
し
た
わ
け
で

す
が
、
こ
れ
が
―
つ
の
き
っ
か
け
で
人
材
の
養
成
に

も
な
っ
て
く
る
し
、
一
方
で
体
制
の
充
実
に
も
つ
な

が
っ
て
く
る
と
い
う
理
解
で
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

早
川
そ
う
で
す
ね
。

鷲
塚
保
護
法
を
読
み
ま
す
と
、
勧
告
。
承
認
に
よ

る
出
品
の
た
め
の
経
費
の
一
部
負
担
を
文
化
庁
が
で

き
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
ね
。
で
す
か
ら
、
そ

っ
ち
の
ほ
う
も
予
算
の
充
実
が
図
ら
れ
れ
ば
、
館
に

あ
ま
り
負
担
を
か
け
な
い
で
、
そ
れ
が
賄
え
る
よ
う

に
な
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
ぜ
ひ
予
算
の
裏
づ
け
を
陳
情

こ
が
修
理
さ
れ
て
と
い
う
よ
う
な
情
報
に
つ
い
て

個
々
の
文
化
財
の
カ
ル
テ
が
こ
れ
か
ら
ど
ん
ど
ん
構

築
さ
れ
て
い
く
。
そ
う
す
る
と
、
そ
れ
を
見
て
い
た

だ
け
れ
ば
、
各
博
物
館
で
、
こ
れ
は
そ
う
あ
ま
り
使

え
な
い
な
と
か
、
こ
れ
は
展
示
期
間
を
制
限
し
よ
う

と
か
、
保
存
を
考
え
た
目
己
規
制
も
生
じ
て
く
る
し
、

公
開
に
よ
っ
て
生
じ
る
保
存
上
の
間
題
の
い
く
つ
か

は
、
お
の
ず
か
ら
ク
リ
ア
で
き
る
と
思
う
ん
で
す
。

そ
の
た
め
に
も
、
人
材
の
養
成
だ
と
か
取
り
扱
い

の
問
題
だ
と
か
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
派
生
的
に

当
然
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
今
回
の
重
要
文
化
財

あ
る
い
は
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
の
公
開
活
用
の
推

進
と
い
う
の
は
、
あ
る
面
で
は
い
ろ
い
ろ
な
効
果
を

生
み
出
す
わ
け
で
、
各
館
に
お
か
れ
て
は
的
確
な
運

用
を
お
願
い
し
た
い
と
思
う
わ
け
で
す
。

鷲
塚
国
際
交
流
の
こ
と
が
あ
ま
り
出
な
か
っ
た
の

で
一
言
申
し
ま
す
と
、
重
要
文
化
財
は
輸
出
を
禁
止

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
文
化
の
国
際
交
流
の
場

合
に
は
例
外
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
ま
で
は
文
化
財

保
護
審
闊
会
に
諮
問
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
大
変

時
間
が
か
か
っ
た
わ
け
で
す
が
、
法
改
正
に
よ
っ
て
、

長
官
の
判
断
で
そ
れ
が
可
能
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

こ
れ
は
国
際
交
流
上
、
非
常
に
大
き
い
メ
リ
ッ
ト

な
の
で
、
大
歓
迎
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

三
輔
予
定
さ
れ
て
い
た
時
間
に
な
り
ま
し
た
の
で
、

今
日
の
座
談
会
を
閉
じ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
長

時
間
に
わ
た
っ
て
貴
重
な
ご
意
見
や
ご
提
言
を
い
た

だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

早川智明氏
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煉瓦製造施設（北海道江別市野幌）
撮影／三沢博昭

煉瓦は、我ガ国の近代化とともに建造物に多用されるようになった建設材料である。カ

つて国内には多くの煉瓦造の建造物ガあり、煉瓦製造工場も多数あっだ。し力し、明治24
年C-1891)の蓑尾大地震や大正12年（―’1923)の関東大震災で煉瓦造の建築物に大きな被害
が出だだめ、鉄・コンワl」-1---等にとつて力わられ、煉瓦造の建造物は近年あまり貝力け
なくなってしまつだ。まだ、外国から廉価の煉瓦が輛入されるようになったこともあって、、

煉瓦製造工場の数も減つてしまつだ。

江別市野親は、現在も国産の煉瓦を製造している地．裁のひとつである。この地での煉瓦
製造は、第 2次世界大戦の戦時下に木材，銅材等の建殷材料が不足しだ折、それを箇便1ご．
製造できる煉瓦で補あうとしたことを契機に盛邸こなっだ。写真は北洒煉瓦合擬会社のI巳
工場で、煙突や壁ガ終戦直後、屋根が昭和30年頃の建設と伝える。同気なく見ガける町工
場や煙哭でも地裁の歴史を語る資産となり得ることを理解していだだければ幸いである。

さて、江別の煉瓦製造隆盛の理由力ら明らかなよう！こ、煉瓦は粘土等の身近な資材を用
し，＼て蘭便1こ製造できる建設柑料である。このだめ煉瓦は、 r繋境にやさしい素祠」として近

年再び見直されつつ密る。 （文化財保護部建造物課文化財胴直官後膠 治）
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あけましておめでとうございます。本年も『文化庁月報』をよろ

しくお頑いします。

昨年私は、イタリア・フランスを旅行しました。 10日間という短

期間のスケジュールはかなりハードでしたが、美術館や博物館、教

会等で、たくさんの絵画や美術品を鑑貫しました。フランス料理や

イタリア料理もたくさん食べ、隔気で親切な人々と接することもで

きました。今ても思い出は鮮明で、刺激や充実感が残っています。

私0)中にある美しかった、おいしかったという思い出は、芸術・食・

習俗など、様々な‘文化，•に触れた感動と結びついているのです。

イタリア・フランスとも、また必ず訪れたいと思っています。

ところで、静岡県立美術館もまた訪れたい場所の一つです。私の

実家のすぐ近くにあり、これまでに何度か行ったことがありますが、．

今月の偲物館・美術館紹介を読み、美術館の頻であるコレクシ三ン

をはじめ、あらゆる構想が、熟考されたものであることを改めて感

じました。身近な文化にも十分に触れ、感動を得られる一年になる

ことを願っています。 • (Q) 
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