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財
保
護
審
議
会
に
文
化
財
保
毀
企
画
特
別
委
員

会
を
設
置
し
て
平
成
六
年
七
月
に
、
「
時
代
の
変

化
に
対
応
し
た
文
化
財
保
護
施
策
の
改
善
充
実

に
つ
い
て
」
の
報
告
を
取
り
ま
と
め
た
と
こ
ろ

で
す
。
さ
ら
に
、
平
成
七
年
七
月
に
取
り
ま
と

め
ら
れ
た
、
文
化
政
策
推
進
会
議
の
「
新
し
い

文
化
立
国
を
め
ざ
し
て
」
と
い
う
報
告
に
お
い

て
も
文
化
財
の
保
護
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
施

"
R
 

策
が
提
言
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
提
言
を
受
け
て
、
今
文
化
庁
で
は

新
し
い
文
化
財
保
護
の
施
策
を
進
め
て
い
ま
す
。

そ
の
一
環
と
し
て
―

1
0年
ぶ
り
に
文
化
財
保
護

法
の
改
正
を
行
っ
た
わ
け
で
す
。

改
正
の
内
容
は
大
き
く
三
点
で
あ
り
、
一
っ

が
文
化
財
登
録
制
度
の
導
入
で

r

指
定
制
度
を

維
持
し
つ
つ
、
登
録
制
度
と
い
う
緩
や
か
な
手

［出席者（；；文祢略•発竺
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文化庁文化財保護部長

曇
崎
谷

本
日
は
お
忙
し
い
と
こ
ろ
お
集
ま
り

い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

近
年
、
文
化
財
に
対
す
る
幅
広
い
関
心
の
高

ま
り
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
理
由
の
一
っ
と
し

て
、
こ
れ
か
ら
は
物
の
豊
か
さ
か
ら
心
の
豊
か

さ
が
大
事
で
あ
る
と
固
民
の
考
え
方
が
変
化
し

つ
つ
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

産
業
の
構
造
が
変
わ
り
、
経
済
中
心
の
考
支
方

に
対
す
る
反
省
が
あ
っ
て
、
心
の
よ
り
ど
こ
ろ

を
求
め
て
い
こ
う
と
い
う
意
識
が
非
常
に
強
く

な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
軟
後
、
我
が
国
は
、
急
激
な
発
展
の

中
で
近
代
化
を
押
し
進
め
て
き
ま
し
た
。
そ
の

中
で
、
歴
史
的
な
町
並
み
や
自
然
環
境
な
ど
が

次
第
に
失
わ
机
て
き
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
一
度

失
わ
れ
る
と
な
か
な
か
取
り
返
し
が
つ
か
な
い
。

そ
う
い
う
も
の
を
守
ろ
う
と
い
う
機
還
が
盛
り

上
が
っ
て
き
て
い
る
こ
と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

更
に
、
国
際
的
な
面
で
は
、
新
し
い
世
界
秩

序
の
中
で
国
際
交
流
が
進
ん
で
お
り
、
民
族
閲

題
や
国
家
間
の
問
題
等
、
様
々
な
問
題
が
あ
る

中
で
、
我
が
回
の
伝
統
や
文
化
、
歴
史
を
も
う

一
度
し
っ
か
り
と
見
つ
め
て
世
界
に
発
信
し
て

い
こ
う
と
い
う
動
き
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

た
Q
'
]
今
回
の
登
録
文
化
財
の
う
ち

建
造
物
に
つ
い
て
導
入
し
ま
し
た
。

も
う
―
つ
が
地
方
公
共
団
体
の
役
割
の
明
確

化
と
い
う
こ
と
で
、
特
に
市
町
村
の
教
育
委
員

会
の
役
割
が
重
要
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
の
で
、

そ
の
点
の
改
正
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
文
化
財
の
活
用
が
こ
れ
か
ら
は

特
に
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
公
開
活
用

の
促
進
の
た
め
の
規
制
緩
和
を
図
っ
て
い
ま
す
。

⑱

崎

谷

ま

ず
r

文
化
財
登
録
制
度
か
ら
御
議

論
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
現
行
の
指
定

制
度
で
は
所
有
者
は
現
状
変
更
に
つ
い
て
許
可

を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
文
化
庁
長
官
が
強

い
規
制
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
代
わ
り
に
楠
助

金
等
で
手
厚
く
保
護
を
す
る
仕
組
み
と
な
っ
て

い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
近
代
の
多
種
多
様
な
文

化
財
を
有
効
に
守
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
現
行

の
指
定
制
度
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
の
認

識
が
強
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
f
現
状

変
更
は
あ
ら
か
じ
め
届
け
出
て
も
ら
い
、
そ
れ

に
対
し
て
文
化
庁
長
官
か
ら
指
導
、
助
言
、
勧

告
を
す
る
と
い
う
緩
や
か
な
制
度
を
導
入
し
て
、

11 

新
た
な
文
化
財
保
護
の
推
進
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文化財保護の新たな展開

木原啓吉氏

今度の改正で自治体の責

非常に高まってきたと思いま

自分たちの地域の歴史的

守るという自覚と責任感ヵ

れることになります。これ

は、国や地方公共団体とい

政側だけでなく、文化や

見つめる住民の目がとぎす

れることが重要だと思うの

文
化
財
指
定
制
度
を
補
完
す
る
こ
と
と
し
ま
し

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
文
化
財
の
保
護
手
法
が
指

定
そ
し
て
登
録
と
多
様
に
な
り
ま
す
の
で
、
こ

れ
ら
を
適
切
に
使
い
分
け
つ
つ
文
化
財
保
護
の

実
を
上
げ
よ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
文
化
財
登
録
制
度
の
意
義
に
つ
い
て
、

ま
ず
木
原
先
生
か
ら
お
考
え
を
お
聞
き
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

●
木
原
今
回
の
文
化
財
保
護
法
の
改
正
は
昭

和
二
五
年
に
文
化
財
保
護
法
が
制
定
さ
れ
て
以

来
、
三
つ
目
の
大
き
な
改
正
で
あ
る
と
思
い
ま

す
。
ま
た
、
明
治
四
年
の
「
古
器
旧
物
保
存
方
」

だ

の
太
政
官
布
告
の
施
行
、
そ
れ
か
ら
明
治
三
〇

年
の
古
社
寺
保
存
法
の
制
定
と
い
う
文
化
財
保

護
の
一

0
0年
の
流
れ
の
中
で
も
注
目
す
べ
き

改
革
で
あ
り
進
展
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
の
背
景
に
は
先
程
崎
谷
部
長
も
お
っ
し
ゃ
っ

た
と
お
り
、
様
々
な
要
因
が
考
え
ら
れ
ま
す
が
、

私
は
中
で
も
住
民
が
地
域
の
環
境
を
ど
の
よ
う

に
見
て
い
る
か
と
い
う
い
わ
ゆ
る
環
境
観
の
変

革
に
注
目
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

昭
和
三

0
年
代
の
半
ば
か
ら
起
こ
っ
た
高
度

経
済
成
長
に
伴
う
都
市
化
と
開
発
の
波
の
中
で
、

我
が
国
で
は
ま
ず
第
一
に
公
害
問
題
が
起
こ
り
、

第
二
に
各
弛
で
』
＂
ー
、
g
.

S

た
。
そ
し
て
第
三
の
段
階
と
し
て
、
昭
和
五
〇

年
こ
ろ
か
ら
地
域
の
歴
史
的
文
化
的
環
境
の
価

値
に
人
々
が
気
づ
い
た
わ
け
で
す
。
各
地
で
伝

統
的
な
町
並
み
の
保
存
運
動
や
都
市
の
中
の
歴

史
的
な
建
造
物
の
保
護
の
運
動
、
一
言
で
言
え

ば
ア
メ
ニ
テ
ィ
ー
（
快
適
環
境
）
の
保
護
と
創

造
を
目
指
す
運
動
が
起
こ
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
な
国
民
の
環
境
観
の
拡
大
を
受
け
、

自
治
体
が
こ
れ
に
対
応
し
て
公
害
行
政
を
、
続

い
て
自
然
保
護
行
政
、
そ
し
て
文
化
、
歴
史
的

環
境
の
保
護
行
政
を
展
開
し
て
き
ま
し
た
。
そ

し
て
そ
の
上
に
立
っ
て
国
が
文
化
財
保
護
法
の

改
正
を
行
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。

ま
た
、
海
外
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
非
常
に
早

く
、
大
正
二
年
に
文
化
財
保
護
法
を
公
布
し
て

い
ま
す
が
、
そ
の
中
で
既
に
個
々
の
歴
史
的
建

造
物
と
あ
わ
せ
て
そ
れ
ら
を
取
り
巻
く
歴
史
的

環
境
を
保
護
し
よ
う
と
い
う
動
き
を
始
め
て
い

ま
す
。
そ
し
て
昭
和
三
七
年
に
は
、
ド
・
ゴ
ー

ル
大
統
領
の
下
で
文
化
大
臣
を
務
め
た
作
家
の

ア
ン
ド
レ
・
マ
ル
ロ
ー
に
よ
っ
て
「
マ
ル
ロ
ー

法
」
と
通
称
さ
れ
る
「
歴
史
的
街
区
保
存
法
」

が
制
定
さ
れ
、
文
化
財
保
護
と
都
市
再
開
発
の

二
つ
の
機
能
を
結
び
つ
け
て
成
果
を
挙
げ
て
い

f
•
な
‘
ヽ
’

主
義
、
厳
選
王
義
の
指
定
制
度
で
は
対
象
に
な

ら
な
か
っ
た
物
も
対
象
と
な
る
と
い
う
こ
と
で

大
い
に
期
待
し
て
い
ま
す
。

一
方
、
都
道
府
県
は
、
国
と
市
町
村
の
間
に

あ
っ
て
、
事
務
的
な
繁
雑
さ
に
直
面
す
る
こ
と

も
多
く
、
い
か
に
簡
略
化
さ
れ
た
必
要
最
低
限

の
事
務
量
で
対
応
す
る
か
と
い
う
課
題
も
残
っ

て
い
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

●
崎
谷
登
録
に
つ
い
て
は
特
に
身
近
に
あ
る

文
化
財
と
い
う
こ
と
で
国
・
都
道
府
県
・
市
町

村
の
連
携
が
い
っ
そ
う
重
要
と
な
り
ま
す
。
そ

の
た
め
に
も
、
今
回
の
登
録
制
度
で
は
、
関
係

す
る
地
方
公
共
団
体
の
意
見
を
聞
い
て
国
の
登

録
を
決
め
る
こ
と
に
し
て
お
り
、
十
分
意
思
疎

通
を
図
り
な
が
ら
進
め
た
い
と
考
え
て
お
り
ま

す。●
嶋
崎
い
ず
れ
登
録
を
し
た
こ
と
に
よ
る
効

果
が
出
て
く
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
候
補
に
つ
い

て
は
地
方
公
共
団
体
と
国
と
の
話
し
合
い
が
、

必
要
と
な
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
際

の
役
割
分
担
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
形
に
な

る
の
か
が
、
課
題
と
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

、A
0

う
カ私

の
住
ん
で
い
る
金
沢
の
街
は
戦
災
に
遭
っ

て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
建
造
物
が
江
戸
時
代
の

の
登
録
制
度
の
ま
さ
に
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る

と
言
え
る
シ
ビ
ッ
ク
・
ア
メ
ニ
テ
ィ
ー
ズ
・
ア

ク
ト
と
い
う
法
律
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
人

々
が
生
活
し
て
い
る
場
で
あ
る
歴
史
的
建
造
物

に
広
く
登
録
の
網
を
か
け
て
保
存
し
、
ま
た
、

活
用
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の
制
度
の

特
徴
的
な
こ
と
は
、
重
要
な
の
は
環
境
で
あ
り
、

歴
史
的
景
観
で
あ
る
か
ら
、
建
物
の
正
面
部
分

の
保
存
を
徹
底
す
れ
ば
建
物
の
内
側
は
必
要
に

応
じ
て
改
造
し
て
も
構
わ
な
い
、
と
い
う
こ
と

で
す
。今

回
導
入
さ
れ
る
登
録
制
度
は
、
我
が
国
で

も
地
域
の
住
民
の
意
向
な
ど
を
受
け
て
、
既
に

横
浜
市
、
北
海
道
の
函
館
市
や
小
樽
市
、
京
都

府
、
京
都
市
、
仙
台
市
な
ど
、
各
地
の
自
治
体

で
条
例
を
作
り
、
導
入
さ
れ
て
い
ま
す
。

●
崎
谷
こ
の
よ
う
な
登
録
制
度
を
国
に
お
い

て
導
入
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
県
の
立
場
か
ら

ど
う
お
考
え
に
な
り
ま
す
か
。

●
荒
井
文
化
財
の
保
護
手
法
に
き
め
の
細
か

い
区
分
が
行
わ
れ
、
そ
れ
に
し
か
る
べ
き
対
応

が
な
さ
れ
る
点
で
今
回
の
改
正
は
望
ま
し
い
方

向
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
今
後
、
現
行
の
指
定

制
度
と
登
録
制
度
を
ど
の
よ
う
に
使
い
分
け
る

都
市
な
も
の
で
す
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
と
議
論
さ

れ
て
お
り
ま
す
。
金
沢
市
で
も
文
化
財
保
護
条

例
が
あ
り
、
も
う
一
っ
、
伝
統
環
境
の
保
存
及

び
美
し
い
景
観
の
形
成
に
関
す
る
条
例
が
あ
り
、

二
つ
の
条
例
で
都
市
景
観
を
守
ろ
う
と
し
て
い

ま
す
。
文
化
財
保
護
条
例
に
よ
り
建
造
物
な
ど

の
指
定
を
行
い
、
伝
統
環
境
の
保
存
及
び
美
し

い
景
観
の
形
成
に
関
す
る
条
例
に
よ
り
「
保
存

建
造
物
」
と
し
て
保
存
す
る
。
保
存
建
造
物
の

中
か
ら
指
定
建
造
物
と
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
今
回
国
が
導
入
し
た
登
録
制
度
と

似
た
も
の
を
、
金
沢
市
で
も
既
に
実
施
し
て
い

る
の
で
す
。

●
崎
谷
金
沢
市
も
含
め
て
、
地
方
公
共
団
体

で
条
例
で
登
録
制
度
又
は
類
似
の
制
度
が
設
け

ら
れ
て
い
る
所
は
文
化
財
が
か
な
り
多
く
、
指

定
以
外
の
手
法
も
加
え
て
文
化
財
を
守
ろ
う
と

さ
れ
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
保
護
手
法
の

多
様
化
が
国
と
し
て
も
必
要
で
あ
る
と
考
え
た

の
で
す
。

●
嶋
崎
文
化
財
保
護
条
例
の
中
に
今
度
の
登

録
制
度
の
よ
う
な
形
を
、
既
に
県
、
市
段
階
で

や
っ
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

●
崎
谷
え
え
、
既
に
か
な
り
の
地
方
公
共
団
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荒井札氏

心9(J)器かさへの志向や国

が進む中で、地域の伝統文

住民の誇りとし、あるいは

への愛焙のよりところとし、

いては我が国の伝統文化へ

持ちの高まりとする

保存はもとよりてすが、

さらにカ

いと思います。

体
で
実
施
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
参
照
し
て
、

今
回
国
の
制
度
と
し
て
登
録
制
度
を
設
け
た
と

い
う
こ
と
で
、
所
有
者
に
対
す
る
税
制
上
の
優

遇
措
置
な
ど
も
実
現
し
て
お
り
ま
す
。

◎
木
原
今
回
、
国
で
も
登
録
制
度
を
導
入
し

た
わ
け
で
す
が
、
私
は
や
は
り
自
治
体
が
中
心

と
な
り
、
こ
の
よ
う
な
登
録
制
度
を
進
め
る
こ

と
は
非
常
に
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
自
治
体
及

び
住
民
が
身
近
に
あ
る
建
造
物
に
つ
い
て
、
こ

れ
は
保
存
し
た
い
、
非
常
に
重
要
な
物
だ
と
い

う
認
識
を
ま
ず
持
つ
こ
と
が
大
き
な
役
割
を
果

た
し
ま
す
。
今
ま
で
は
重
要
な
社
寺
を
は
じ
め

と
し
て
、
貴
重
な
物
は
指
定
制
度
に
よ
り
重
要

文
化
財
や
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、

明
治
以
降
の
比
較
的
新
し
い
も
の
に
つ
い
て
は
、

歴
史
の
評
価
が
定
ま
ら
な
い
と
言
っ
て
い
る
う

ち
に
、
次
々
に
解
体
さ
れ
て
い
く
事
例
が
各
地

で
み
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
ま
ず
広
く
保
護

の
網
を
か
け
、
改
変
の
必
要
性
が
起
こ
っ
た
場

合
に
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
自
治
体
と
住
民
と
話

し
合
う
基
盤
が
で
き
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ

と
と
思
い
ま
す
。

鬱
崎
谷
国
が
登
録
し
て
も
所
有
者
が
し
っ
か

り
守
ろ
う
と
い
う
意
欲
を
持
つ
こ
と
が
大
事
で

す
し
、
地
域
で
応
援
し
て
い
た
だ
く
、
そ
の
瑞

文
化
財
の
公
開
。
活
用
の
促
進

緒
を
国
の
登
録
で
作
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
考

え
て
い
ま
す
。

働
嶋
崎
今
回
の
登
録
制
度
の
対
象
と
な
る
建

造
物
は
必
ず
し
も
近
代
以
降
に
絞
ら
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
の
で
す
ね
。
江
戸
時
代
以
前
の

物
も
登
録
の
対
象
と
な
る
わ
け
で
す
ね
。

魯
崎
谷
な
り
ま
す
。
時
代
を
限
定
し
て
お
り

ま
せ
ん
の
で
広
く
対
象
に
な
り
ま
す
蛉
、
古
い

物
は
そ
れ
な
り
に
重
要
だ
と
い
う
こ
と
で
指
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
実
際
に
は
明
治
前

後
以
降
の
物
、
特
に
近
代
の
物
が
中
心
に
な
る

と
思
い
ま
す
。

小
島
先
生
は
、
今
回
の
建
造
物
へ
の
登
録
制

度
の
導
入
に
つ
い
て
、
無
形
文
化
財
や
民
俗
文

化
財
を
御
専
門
と
さ
れ
る
立
場
か
ら
ど
の
よ
う

に
考
え
ら
れ
ま
す
か
。

睾
小
島
緩
い
制
度
で
市
町
村
の
単
位
ま
で
行

き
わ
た
る
よ
う
な
、
そ
し
て
自
分
た
ち
の
文
化

財
に
誇
り
を
持
て
る
き
っ
か
け
と
な
る
幅
の
広

い
制
度
が
で
き
た
こ
と
は
、
と
っ
て
も
良
か
っ

た
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
今
回
の
法
律
で
導
入

さ
れ
た
の
は
建
造
物
の
分
野
な
の
で
、
無
形
文

化
財
や
民
俗
文
化
財
な
ど
他
の
分
野
に
広
げ
て

い
た
だ
け
る
と
い
い
と
思
い
ま
す
。
包
し
ろ
無

，

ク

一

の

、

心

、

朋，で
の
手
法
で
も
守
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
し

r

伴
せ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
財
に
適
し
た
新
し
い

手
法
を
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

睾
嶋
崎
明
治
以
前
の
も
の
は
指
定
が
進
ん
で

い
ま
す
が
、
近
代
以
降
の
指
定
と
な
る
と
ず
い

ぶ
ん
少
な
く
な
り
ま
す
ね
。
特
に
美
術
工
芸
で

は
重
要
文
化
財
は
、
絵
画
だ
け
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
工
芸
品
あ
た
り
も
も
う
そ
ろ
そ
ろ
明

賣
大
花
の
物
は
指
定
と
同
時
に
登
録
を
並
行

し
て
や
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

傷
崎
谷
建
造
物
に
つ
い
て
は
近
代
の
指
定
も

そ
れ
な
り
に
進
ん
で
き
た
の
で
す
が
、
他
の
文

化
財
で
は
指
定
自
体
が
ま
だ
こ
れ
か
ら
で
あ
り
、

そ
の
点
に
つ
い
こ
我
々
も
も
っ
と
努
力
す
る

必
要
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

睾
嶋
崎
と
こ
ろ
で
、
今
回
の
登
録
の
場
合
は
、

そ
の
中
に
人
間
が
生
活
し
て
い
る
こ
と
が
多
い

で
し
ょ
う
し
、
生
活
空
間
と
し
て
の
生
き
た
姿

で
の
保
存
と
活
用
を
ど
う
や
っ
て
い
く
か
と
い

う
問
題
が
出
て
く
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
私
は
そ

れ
自
体
、
非
常
に
大
事
な
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
と
、
登
録
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
、
先
程

税
制
上
の
優
遇
措
置
は
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し

た
が
、
外
に
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

藝
崎
谷
規
制
が
緩
や
か
な
だ
け
で
は
い
い
と

を
必
要
と
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

0
崎
谷
対
象
と
す
る
文
化
財
に
つ
い
て
、
建

造
物
の
分
野
が
特
に
調
査
も
行
き
届
い
て
お
り
、

気
運
の
盛
り
上
が
り
が
あ
っ
て
緊
急
性
が
高
い

と
今
回
は
考
え
ま
し
た
。
し
か
し
、
全
く
同
じ

制
度
で
は
な
く
と
も
、
民
俗
文
化
財
の
分
野
な

ど
に
そ
の
文
化
財
に
適
し
た
手
法
に
よ
り
同
様

の
制
度
を
導
入
す
る
可
能
性
は
十
分
あ
る
と
思

っ
て
い
ま
す
。
ど
う
い
う
形
で
仕
組
み
を
作
れ

ぱ
よ
い
の
か
、
よ
く
研
究
し
て
早
く
実
現
を
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

鬱
嶋
崎
近
代
の
文
化
財
を
守
る
観
点
か
ら
は
、

同
じ
こ
と
が
美
術
工
芸
品
に
も
言
え
る
と
思
い

ま
す
。
建
造
物
と
違
い
、
特
に
生
活
文
化
財
や

美
術
工
芸
品
は
簡
単
に
そ
の
場
所
を
移
す
こ
と

が
で
き
ま
す
。
早
い
時
期
に
手
当
て
し
な
い
と
、

海
外
ま
で
出
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
か
ら

2
。

J
A
 

鬱
崎
谷
確
か
に
美
術
工
芸
品
に
つ
い
て
も
保

護
を
図
る
必
要
性
は
あ
る
の
で
す
が
、
指
定
と

登
録
と
で
評
価
の
ラ
ン
ク
付
け
の
よ
う
な
こ
と

と
も
な
り
、
動
く
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
所
在
確

認
が
難
し
く
な
っ
て
も
困
る
わ
け
で
す
。
た
だ
、

逆
に
f
歴
史
資
料
の
よ
う
な
も
の
は
広
く
網
を

ら
え
る
よ
う
な
仕
組
み
が
必
要
と
思
い
ま
す
。

修
理
の
と
き
の
補
助
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い

ま
す

D

鬱
崎
谷
次
に
、
文
化
財
の
保
護
の
在
り
方
、

特
に
活
用
の
面
か
ら
お
話
を
伺
い
た
い
と
思
い

ま
す
。文

化
財
保
護
法
上
、
文
化
財
の
保
護
は
保
存

と
活
用
と
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。
多
く
の
人
が

接
し
、
楽
し
み
、
理
解
を
し
、
活
用
を
図
っ
て

い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。

今
回
の
改
正
で
は
、
文
化
財
の
公
開
を
進
め

る
上
で
所
有
者
等
が
重
要
文
化
財
を
国
庫
負
担

に
よ
り
公
開
を
す
る
場
合
に
、
文
化
庁
長
官
の

承
認
を
得
て
、
そ
れ
か
ら
更
に
補
助
金
の
交
付

申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
手
続
き
が
二
重

に
な
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
今
回
の
改
正
に
お

い
て
は
、
文
化
庁
長
官
の
承
詞
を
不
要
と
し
ま

し
た
。そ

れ
か
ら
、
近
年
、
国
際
交
流
の
た
め
の
展
覧

会
が
多
く
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
重
要
文
化

財
を
海
外
に
輸
出
す
る
際
の
許
可
の
手
続
き
を
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た
。
や
は
り
古
い
美
術
品
な
ど
の
文
化
財
に

対
す
る
扱
い
に
つ
い
て
は
、
そ
の
専
門
知
識
を

持
っ
た
ス
タ
ッ
フ
と
い
う
よ
う
に
あ
る
程
度
の

限
定
が
必
要
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
学
芸
員
が

い
て
も
、
西
洋
近
代
の
物
を
扱
っ
て
い
る
と
い

う
知
諏
や
経
験
だ
け
で
は
ち
ょ
っ
と
心
配
だ
と

思
い
ま
す
。

鬱
嶋
崎
現
在
、
公
立
、
市
立
、
区
立
、
私
立
、

企
業
が
造
っ
て
い
る
博
物
館
。
美
術
館
な
ど
様

々
な
施
設
が
増
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら

r

そ
れ
ら
の
施
設
に
関
し
て
組
織
的
な
行
政
が
な

さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
な
り
ま
す
と
、
現
状

の
問
題
と
し
て
博
物
館
法
し
か
な
い
の
で
す
。

あ
の
博
物
館
法
一
本
で
も
う
既
に
パ
ン
ク
状
態

で
ど
う
に
も
な
ら
な
い
と
い
う
部
分
が
出
て
き

て
い
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
小
島
先
生
が
お

っ
し
や
っ
た
よ
う
に
、
学
芸
員
の
資
質
の
問
題

等
も
あ
り
ま
す
。
文
化
庁
と
い
う
よ
り
文
部
省

全
体
の
お
仕
事
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
博
物
館

法
の
抜
本
的
な
手
直
し
を
含
め
、
学
芸
員
の
資

質
向
上
の
問
題
を
含
め
て
き
ち
ん
と
見
直
し
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
文
化
財
保

護
法
と
の
か
ら
み
の
中
で
博
物
館
法
と
い
う
も

の
が
、
ど
う
整
合
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
を

考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
ね
。

嶋崎丞氏

結局、地域の文化活動の中心

は、スタッフ、人間です。たか

ら教育委員会においては、文化

財行政を担当する行政マンの育

成に自主的に取り組む、あるい

は、博物舘・美術館における学

芸員を含めた人材の育成や研修

なと~を行うことが必要だと思い

ます。

迅
速
化
す
る
た
め
、
文
化
財
保
護
審
議
会
へ
の

諮
問
を
要
し
な
い
と
い
う
改
正
を
し
て
い
ま
す
。

更
只
あ
ら
か
じ
め
文
化
庁
長
官
の
承
認
を

受
け
た
博
物
館
等
の
施
設
で
は
、
重
要
文
化
財

を
公
開
し
、
博
物
館
等
で
展
覧
会
を
す
る
場
合
、

こ
れ
ま
で
国
や
地
方
公
共
団
体
が
主
催
す
る
場

合
に
は
事
前
の
届
出
制
と
な
っ
て
い
た
の
を
、

国
、
地
方
公
共
団
体
に
加
え
て
そ
の
博
物
館
等

自
体
が
展
覧
会
を
主
催
す
る
場
合
に
ま
で
広
げ

た
上
で
、
毒
後
の
届
出
で
よ
い
と
、
手
続
き
を

簡
素
化
し
ま
し
た
。

文
化
庁
で
は
、
施
設
設
備
や
学
芸
員
等
職
員

な
ど
の
博
物
館
の
承
認
基
準
を
明
確
に
し
て
、

承
認
を
受
け
た
博
物
館
を
増
や
す
こ
と
に
よ
り
、

重
要
文
化
財
の
公
開
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
簡
便

な
手
続
き
で
進
ん
で
い
く
こ
と
を
期
待
し
て
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
に
重
要
文
化
財
を
博
物
館
等

で
公
開
し
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う

に
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

鬱
嶋
崎
最
近
、
地
方
の
公
立
美
術
館
、
博
物

館
の
設
借
内
容
施
設
内
容
は
非
常
に
よ
く
な

っ
て
き
ま
し
竺
今
後
、
こ
の
承
認
が
活
用
の

面
の
促
進
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
く
る
と

思
い
ま
す
ね
。

東
京
博
物
館
は
博
物
館
法
に
よ
ら
な
い
博
物
館

で
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
全
国
あ
ち
こ
ち
に
出

て
き
て
お
り
ま
す
。
私
ど
も
の
博
物
館
で
も
そ

う
で
す
が
、
学
芸
員
に
対
し
て
胴
査
・
研
究
活

動
に
よ
り
、
資
質
を
高
め
る
こ
と
が
意
外
に
き

ち
ん
と
位
置
づ
け
さ
れ
て
な
い
、
と
い
う
大
き

な
問
題
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
へ
ん
は
是
非
と
も

今
後
検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
ね
c

藝
崎
谷
そ
う
で
す
ね
。
博
物
館
と
い
う
と
確

か
に
科
学
博
物
館
、
自
然
史
博
物
館
等
も
含
め

ら

ゆ

j

て
文
化
財
保
護
の
範
疇
を
超
え
る
広
が
り
を
持

っ
て
い
ま
す
の
で
r

今
回
の
文
化
財
保
護
法
の

改
正
で
は
文
化
財
を
取
り
扱
う
博
物
館
を
対
象

に
し
て
考
え
た
わ
け
で
す
が
、
博
物
館
全
体
の

中
で
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
の
は
大
変
難
し
い

で
す
ね
。

曇
荒
井
私
は
、
心
の
豊
か
さ
へ
の
志
向
と
か

国
際
化
が
進
む
中
で
、
地
域
の
伝
統
文
化
を
住

民
の
誇
り
と
し
、
あ
る
い
は
地
域
へ
の
愛
着
の

よ
り
ど
こ
ろ
と
し
、
ひ
い
て
は
我
が
国
の
伝
統

文
化
へ
の
気
持
ち
の
高
ま
り
と
す
る
た
め
に
は
、

保
存
は
も
と
よ
り
で
す
が
、
活
用
に
さ
ら
に
カ

を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

埼
玉
県
で
も
、
小
島
先
生
か
ら
お
話
が
ご
ざ

い
ま
し
た
よ
う
に
、
様
々
な
博
物
館
が
で
き
て

新
た
な
文
化
財
保
護
の
推
進

と
て
、
現
場
で
我
々
作
業
を
や
っ
て
い
る
人
間

に
と
っ
て
は
ず
い
ぶ
ん
助
か
る
と
思
い
ま
す
。

尋
崎
谷
博
物
館
等
を
今
後
、
公
開
施
設
と
し

て
充
実
さ
せ
て
い
く
上
で
何
か
お
考
え
の
こ
と

は。鬱
鶉
崎
現
在
、
地
方
の
公
立
美
術
館
や
博
物

館
は
、
あ
る
意
味
で
は
日
本
に
お
け
る
博
物
館

行
政
の
中
核
と
な
る
く
ら
い
に
成
長
し
て
き
た

と
思
い
ま
す
。
増
え
た
こ
れ
ら
の
美
術
館
や
博

物
館
は
、
近
代
美
術
館
が
多
い
ん
で
す
ね
。
し

か
し
、
や
は
り
取
り
扱
う
中
心
は
江
戸
時
代
以

前
の
文
化
財
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
今
後
、

指
定
文
化
財
な
ど
を
扱
っ
て
い
く
場
合
に
は
、

優
れ
た
専
門
分
野
を
持
っ
た
学
芸
員
の
充
実
が

必
要
で
あ
り
、

9

い
わ
ば
ソ
フ
ト
面
で
の
充
実
に

つ
い
て
も
議
論
が
必
要
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

博
物
館
側
の
人
間
も
研
修
な
ど
の
機
会
を
持
っ

て
自
分
た
ち
の
中
身
を
深
め
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
は
思
っ
て
い
ま
す
。

鬱
崎
谷
学
芸
員
等
は
い
ろ
ん
な
分
野
が
あ
り

ま
す
か
ら
、
本
当
に
必
要
な
ス
タ
ッ
フ
を
靡
え

る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
の
で
し
ょ
う
ね
。

馨
嶋
崎
そ
う
で
す
ね
。

鬱
小
島
美
術
館
と
い
う
と
西
洋
近
代
の
美
術

蘭
，
た
、
ら
し
じ
~

田
市
の
埼
玉
古
墳
群
で
は
、
そ
こ
を
保
存
す
る

た
め
の
古
墳
時
代
を
中
心
と
し
た
博
物
館
を
つ

く
る
、
さ
ら
に
、
岩
槻
市
に
は
民
俗
を
中
心
と

し
た
技
の
博
物
館
な
ど
が
で
き
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
を
い
か
に
し
て
住
民
や
児
章
生
徒
の
学
習
、

教
育
に
活
用
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
、
こ
れ
か

ら
力
を
注
ぐ
べ
き
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
教
育
の
観
点
か
ら
申
し
ま
す
と
、
学

校
週
五
日
制
に
対
応
し
、
博
物
館
な
ど
を
小
・

中
学
生
に
は
無
料
に
す
る
な
ど
便
宜
を
図
っ
て
、

文
化
財
の
活
用
に
努
め
て
い
ま
す
。

魯
木
原
こ
れ
は
自
然
保
護
で
も
同
様
な
の
で

す
が
、
今
ま
で
は
あ
ま
り
に
も
破
壊
の
波
が
大

き
か
っ
た
の
で
、
文
化
財
の
保
存
の
側
面
が
非

常
に
強
調
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ

か
ら
は
保
存
と
活
用
の
二
つ
の
機
能
の
バ
ラ
ン

ス
が
重
要
で
す
ね
。
た
だ
、
保
存
が
し
っ
か
り

と
し
て
い
な
い
と
、
活
用
も
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、

保
存
が
先
行
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
ね
。

R
小
島
た
だ
、
無
形
文
化
財
や
民
俗
文
化
財

に
お
い
て
は
、
活
用
と
い
う
言
葉
が
独
り
歩
き

し
て
具
合
の
悪
い
こ
と
も
あ
る
わ
け
で
す
。
生

き
た
体
で
伝
承
す
る
よ
う
な
も
の
を
、
観
光
の

た
め
の
一
種
の
見
せ
物
扱
い
に
し
て
入
寄
せ
に

17 
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小島災J'•氏
・・ 

文化のまちづくりというよ

な運動にも、｛可の反省もなく

ーロッパ近代の芸術を進め

いいと思っている地域が多く

られます。やはり地域におけ

伝紐文化こそ、その地域の文

の基盤になるわけで、そのよ

な位置つけを考えていただき；

いと思います。

使
っ
て
い
る
例
が
最
近
目
立
つ
わ
け
で
す
ね
。

こ
れ
は
芸
能
を
底
の
浅
い
お
土
産
品
の
よ
う
な

形
に
し
て
い
く
傾
向
に
も
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

単
に
、
保
存
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
無
形
文

化
財
や
民
俗
文
化
財
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
現

代
に
ふ
さ
わ
し
い
形
で
発
展
さ
せ
て
い
く
方
向

で
保
護
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

鬱
崎
谷
活
用
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
民
俗
と

か
無
形
の
場
合
は
少
し
違
っ
て
く
る
と
い
う
こ

と
で
す
ね
。

鬱
小
島

そ
う
で
す
ね
。
柱
し
ろ
継
承
と
発
展

と
言
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
う
し
な
い
と
、

様
々
な
む
ら
お
こ
し
イ
ベ
ン
ト
で
、
例
え
ば
神

楽
の
出
前
な
ど
文
化
財
本
来
の
在
り
方
と
は
全

然
違
っ
た
形
で
「
活
用
」
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
訊
が
本
当
の
意
味
の
芸
の
洗
練
に
つ
な
が
っ

て
芸
術
化
し
て
い
く
の
な
ら
ば
い
い
の
で
す
け

れ
ど
も
、
今
の
と
こ
ろ
そ
う
で
は
な
く
て
非
常

に
安
易
な
お
土
産
品
化
が
目
立
つ
ん
で
す
ね
。

鬱
崎
谷
無
形
文
化
財
や
民
俗
文
化
財
で
は
、

公
開
を
す
る
こ
と
即
活
用
で
は
な
く
て
、
技
が

き
ち
ん
と
継
承
さ
れ
て
行
く
こ
と
が
大
切
で
あ

り
、
そ
れ
が
き
ち
ん
と
継
承
さ
れ
て
い
か
な
け

れ
ば
本
当
の
意
味
で
の
保
存
や
活
用
も
で
き
な

い
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

◎
小
島
え
え
。
そ
の
継
承
さ
れ
た
も
の
が
現

代
の
社
会
に
ふ
さ
わ
し
い
形
で
ま
た
新
し
い
発

展
を
見
せ
る
。
そ
れ
が
本
当
の
活
用
だ
と
思
う

ん
で
す
ね
。

⑳
崎
谷

そ
れ
で
は
、
文
化
財
保
護
行
政
に
お

け
る
固
と
地
方
の
連
携
を
話
題
と
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

地
方
と
の
関
係
で
は
大
き
く
二
点
の
改
正
が

ご
ざ
い
ま
し
た
e

ま
ず
文
化
庁
長
官
か
行
う
こ

と
に
な
っ
て
い
る
重
要
文
化
財
等
の
現
状
変
更

の
許
可
や
埋
蔵
文
化
財
の
鑑
査
な
ど
に
つ
い
て
、

都
道
府
隅
の
教
育
委
員
会
の
ほ
か
に
指
定
都
市

や
中
核
市
の
教
育
委
員
会
に
も
委
任
で
き
る
よ

う
に
根
拠
規
定
を
咀
確
に
し
ま
し
た
。

吹
に
、
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
と
同
様
に
、

市
町
村
の
教
育
委
員
会
に
つ
い
て
も
文
化
財
の

保
存
及
び
活
用
に
関
し
国
に
対
し
意
見
具
申
が

で
き
る
と
い
う
規
定
、
文
化
財
保
誤
審
證
会
を

置
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
規
定
を
整
備
し
て
、

特
に
市
町
村
の
役
割
を
明
確
に
し
た
と
い
う
こ

と
で
す
。

こ
り

そ
し
て
地
方
公
共
団
体
の
指
導
、
財
政
支
援
を

行
う
。
そ
れ
か
ら
人
材
の
養
成
、
研
修
、
調
査

水
準
の
維
持
向
上
等
に
御
指
導
を
い
た
だ
く
。

そ
の
間
を
都
道
府
県
が
補
う
。
広
域
の
埋
蔵
文

化
財
に
関
す
る
調
査
。
調
整
そ
し
て
そ
の
保
存
、

活
用
、
市
町
村
へ
の
支
援
等
、
国
と
市
町
村
と

の
間
に
あ
っ
て
果
た
す
役
割
は
極
め
て
大
き
い

と
思
い
ま
す
。

今
回
の
改
正
で
、
地
方
分
権
へ
の
動
き
と
し

て
権
限
の
委
任
が
な
さ
れ
た
こ
と
、
も
う
一
っ
．

は
規
制
緩
和
と
い
う
流
れ
の
中
で
様
々
な
手
続

き
の
簡
素
化
等
が
図
ら
れ
た
こ
と
は
非
常
に
よ

か
っ
た
と
思
う
わ
け
で
す
。

た
だ
、
こ
れ
ら
を
さ
ら
に
進
め
て
い
た
だ
き

た
い
と
い
う
要
望
も
あ
り
ま
す
。
総
務
庁
の
行

政
監
察
結
果
に
基
づ
く
勧
告
や
地
方
分
権
推
進

委
員
会
の
中
間
報
告
等
の
指
摘
に
示
さ
れ
て
い

る
よ
う
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。

一
応
整
理
の
た
め
申
し
上
げ
て
み
ま
す
と
、

例
え
ば
、
事
務
の
簡
素
化
と
い
う
極
め
て
実
務

的
な
話
が
意
外
に
大
き
な
影
喜
を
持
っ
て
い
る

と
思
い
ま
す
。
埋
蔵
文
化
財
に
係
る
届
出
、
受

理
、
通
知
等
の
事
務
手
続
き
は
膨
大
に
な
っ
て

い
ま
し
て
、
私
ど
も
の
よ
う
に
比
較
的
組
織
と

ス
タ
ッ
フ
が
整
っ
て
い
る
所
で
も
か
な
り
手
い

国
と
地
方
の
連
携

新
た
な
文
化
財
保
護
の
推
進

護
行
政
に
当
た
っ
て
、
国
、
都
道
府
犀
の
教
育

委
員
会
、
市
町
村
の
教
育
委
員
会
そ
れ
ぞ
れ
が

非
常
に
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
そ
の
密

長
な
連
携
を
的
碕
に
と
る
必
要
が
あ
る
か
ら
て

す
゜
ま
た
、
地
方
分
権
の
考
え
方
に
も
沿
っ
て

法
徳
上
の
規
定
を
整
備
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

鬱
荒
井
私
は
、
こ
の
六
月
ま
で
全
国
埋
蔵
文

化
財
法
人
連
絡
協
議
会
の
会
長
を
諮
め
て
い
た

の
で
す
が
、
全
回
の
都
道
府
隈
で
文
化
財
保
護

行
政
に
関
す
る
対
応
の
仕
方
等
で
ず
い
ぶ
ん
違

い
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
前
提
に
置
い
て

申
し
上
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
文
化
庁
の
研
究
会
か
ら
平
成
七
年

―
二
月
に
出
さ
れ
ま
し
た
「
埋
蔵
文
化
財
保
護

体
制
の
整
備
充
実
に
つ
い
て
」
と
い
う
報
告
が

あ
り
ま
す
が

r

埋
蔵
文
化
財
保
護
体
制
に
お
け

る
国
と
都
道
府
県
と
、
田
町
村
の
役
割
分
担
と
連

携
強
化
に
つ
い
て
非
常
に
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て

お
り
、
様
々
な
違
い
が
あ
る
各
都
道
府
県
を
包

括
し
つ
つ
、
在
る
べ
き
姿
が
打
ち
出
さ
れ
て
い

る
と
思
い
ま
す
。
最
終
的
に
は
市
町
村
が
埋
蔵

文
化
財
に
関
す
る
調
査
、
保
存
、
活
用
、
調
整

等
の
機
能
を
持
つ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
や
は
り

そ
れ
を
目
指
さ
な
け
れ
は
い
け
な
い
。

続
き
の
簡
素
化
が
さ
ら
に
求
め
ら
れ
て
い
る
と

思
う
わ
け
で
す
。

そ
れ
か
ら
発
掘
調
査
に
か
か
わ
る
費
用
負
担

の
明
碓
化
に
つ
い
て
も
以
前
か
ら
問
題
に
な
っ

て
い
る
こ
と
で
す
が
、
埋
蔵
文
化
財
の
発
掘
調

査
費
に
関
す
る
原
因
者
負
担
が
明
確
に
定
め
ら

れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
様
々
な
問
題
が
起
こ

っ
て
い
ま
す
。
ま
た
都
道
府
県
が
行
政
指
導
で

行
っ
て
い
る
発
掘
調
査
の
指
示
等
に
つ
い
て
も

関
題
が
こ
ざ
い
ま
す
。
や
は
り
こ
れ
は
法
制
度

の
整
備
が
必
要
か
な
と
思
い
ま
す
。

調
査
体
制
の
整
備
充
実
で
す
が
、
大
変
膨
大

な
筐
で
、
し
か
も
そ
の
迅
速
化
が
求
め
ら
れ
る

中
で

r

特
に
市
町
村
に
お
け
る
埋
蔵
文
化
財
保

護
行
政
の
体
制
の
充
実
が
必
要
で
あ
り
、
国
か

ら
の
財
政
支
援
の
拡
充
、
そ
し
て
人
材
育
成
制

度
の
充
実
が
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
出
土
文
化
財
を
地
方
公
共
団
体
が

主
体
的
に
管
理
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
望

ま
し
い
、
と
い
う
地
方
分
権
推
進
委
員
会
の
中

間
報
告
が
あ
り
ま
す
が
、
出
土
文
化
財
の
保
管

に
つ
い
て
は
地
方
公
共
団
体
は
大
き
な
財
政
負

担
が
あ
り
ま
す
し
、
そ
の
量
へ
の
対
応
が
大
変

で
あ
り

r

積
極
的
な
財
政
的
措
置
を
講
ず
る
必

心宅応忠◎◎-羹、西心ゥ 内S
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心◎◎◎◎⑰c◎0-

要
が
あ
ろ
う
か
、
と
思
う
わ
け
で
す
。

ま
た
、
出
土
品
の
収
蔵
保
管
方
法
等
に
つ
い

て
思
い
切
っ
て
見
直
し
て
新
た
な
手
法
を
導
入

し
な
い
と
、
い
か
に
保
存
場
所
を
広
く
し
て
も

追
い
つ
か
な
い
と
思
い
ま
す
。

◎
崎
谷
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
今
回
の
法
律
改

正
で
は
手
を
つ
け
て
い
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、

埋
蔵
文
化
財
に
つ
い
て
の
研
究
会
で
更
に
詰
め

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
確
か
に
原
因
者
負
担
を
法
律
上
書

い
た
方
が
い
い
と
い
う
意
見
は
あ
る
の
で
す
が
、

も
し
法
偉
で
書
く
と
す
る
と
そ
紅
自
体
が
新
し

い
規
制
を
業
者
に
加
え
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ

に
従
わ
な
い
場
合
に
ど
の
よ
う
な
惜
置
を
取
り
、

ど
う
対
応
す
る
の
か
な
ど
難
し
い
問
題
も
あ
り

ま
す
。
ま
ず
は
発
掘
詞
査
に
つ
い
て
で
き
る
だ

け
標
準
化
し
、
迅
速
化
し
て
い
く
こ
と
な
ど
に

つ
い
て
、
各
方
面
か
ら
意
見
を
聴
き
な
が
ら
ま

と
め
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、

出
土
文
化
財
の
収
蔵
保
管
の
在
り
方
な
ど
も
大

き
な
課
題
で
す
。
全
国
で
年
間
約
一
万
件
ぐ
ら

い
発
掘
調
査
が
あ
り
ま
す
州
、
そ
の
数
が
ど
ん

ど
ん
増
え
て
い
る
中
で
文
化
財
を
ど
の
よ
う
に

守
る
の
釘
日
本
の
歴
史
、
文
化
が
失
わ
れ
な

し
ャ
ぐ
う
rIC
、

ド

し

レ

ヽ

）

＼

＇

そ
の

に
富
む
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
民
俗
芸

能
の
活
用
と
い
う
場
合
に
は
見
せ
物
的
に
な
ら

な
い
よ
う
、
継
承
と
学
習
と
い
う
観
点
に
配
慮

し
な
が
ら
や
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
意
外
に
地

域
へ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
い
い
ま
す
か
、

地
域
の
愛
着
と
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
で
す
の

で
、
今
後
と
も
こ
う
い
う
も
の
を
活
用
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
'
I
°
'0

睾
崎
谷
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
木
原
先

生

は

い

か

が

で

し

ょ

う

か

。

・

参
木
原
最
近
、
世
界
遺
産
へ
の
登
録
も
進
ん

で
き
ま
し
た
が
、
今
回
の
国
内
の
文
化
財
の
登

録
制
度
の
発
足
で
、
そ
の
地
域
に
あ
る
文
化
財

を
地
域
の
住
民
と
自
治
体
が
力
を
合
わ
せ
て
保

存
し
、
ま
た
、
活
用
し
て
い
く
責
任
が
明
確
に

さ
れ
た
わ
け
で
す
。
全
国
的
及
び
世
界
的
な
広

い
視
野
と
歴
史
的
感
覚
を
持
っ
て
、
将
来
の
日

本
国
民
の
美
意
識
と
品
位
を
守
り
育
て
る
と
い

う
視
点
か
ら
文
化
財
保
護
行
政
が
展
開
さ
れ
る

こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

鬱
崎
谷
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
嶋
崎
先

生
い
か
が
で
す
か
。

尋
鶏
崎
地
域
の
持
つ
役
割
は
、
今
度
の
法
改

正
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
き
た
わ

け
で
す
が

r

結
局
、
地
域
の
文
化
活
動
、

い
う
雖
し
い
点
も
ご
ざ
い
ま
す
。
県
、
市
町
村
、

民
間
事
業
者
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
見
た
場

合
、
少
し
ず
つ
利
害
関
係
が
違
い
ま
す
の
で
、

き
ち
っ
と
し
た
調
和
の
と
れ
た
考
え
方
を
見
い

だ
す
の
が
、
こ
れ
か
ら
の
課
題
だ
と
思
い
ま
す
。

鬱
木
原
私
は
、
今
度
の
文
化
財
保
談
法
の
改

正
て
地
方
目
治
体
、
特
に
県
及
び
＿
巾
町
村
に
対

し
て
権
限
が
か
な
り
号
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
一

方
で
は
自
治
体
の
責
任
が
非
常
に
高
ま
っ
て
き

.
9
,i
 か

ら
教
育
委
員
会
に
お
い

を
担
当
す
る
行
政
マ
ン
の
育
成
に
自
主
的
に
取

り
組
む
、
あ
る
い
は
、
博
物
館
・
美
術
館
に
お

け
る
学
芸
員
を
含
め
た
人
材
の
育
成
や
研
修
な

ど
を
行
う
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
人
材

の
育
成
を
文
化
行
政
の
中
で
一
元
的
に
や
っ
て

い
く
こ
と
を
、
文
化
庁
に
望
み
た
い
と
思
い
ま

I
 

O
 

T
 

鬱
崎
谷

現
に
い
く
つ
か
の
研
修
事
業
を
行
っ

て
お
り
ま
す
が
、
養
成
、
研
修
あ
る
い
は
資
格

ま
で
含
め
て
、
で
き
る
だ
け
体
系
的
に
整
備
し

て
行
う
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
小

島
先
生
は
い
か
が
で
す
か
。

鬱
小
島
例
え
ば
文
化
の
ま
ち
づ
く
り
と
い
う

よ
う
な
運
動
に
も
、
何
の
反
省
も
な
く
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
近
代
の
芸
術
を
進
め
れ
ば
い
い
と
思
っ
て

い
る
地
域
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
や
は
り
地
域

に
お
け
る
伝
統
文
化
こ
そ
、
そ
の
地
域
の
文
化

の
基
盤
に
な
る
わ
け
で
、
そ
の
よ
う
な
位
置
づ

け
を
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
文

化
庁
に
お
い
て
、
本
当
の
意
味
の
日
本
の
文
化

の
発
展
を
全
体
と
し
て
、
ト
ー
タ
ル
と
し
て
考

え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す

C

今
ま

で
の
と
こ
ろ
、
芸
術
の
問
題
と
文
化
財
保
護
の

問
題
だ
け
に
重
心
が
煩
い
て
い
る
よ
う
に
私
に

。：゚` ニ`｀ `こQ
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新
た
な
文
化
財
保
護
の
推
進

地
域
の
歴
史
的
環
境
を
守
る
と
い
う
自
覚
と
責

任
感
が
問
わ
九
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

こ
れ
か
ら
は
、
国
や
地
方
公
共
団
体
と
い
う
行

政
側
だ
け
で
な
く
、
文
化
や
環
境
を
見
つ
め
る

住
民
の
目
が
と
ぎ
す
ま
さ
れ
る
こ
と
が
霞
要
だ

と
思
う
の
で
す
。
住
民
も
自
分
た
ち
の
地
域
に

つ
い
て
十
分
勉
強
し
て
将
来
の
環
境
も
見
通
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

⑱
嶋
崎
特
に
市
町
村
の
行
政
は
現
場
と
し
つ

か
り
と
向
き
合
っ
て
い
る
の
で
‘
あ
る
意
味
で

は
非
常
に
弱
い
面
も
あ
り
ま
す
。
国
の
権
限
が

全
く
抜
け
て
皆
さ
ん
で
考
え
て
翠
っ
て
く
だ
さ

い
と
い
う
こ
と
で
任
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
、

後
ろ
向
き
に
な
る
お
そ
れ
が
な
い
と
は
言
え
な

い
で
す
ね
。
•

鬱
崎
谷
そ
れ
は
、
た
だ
お
任
せ
し
ま
す
と
い

う
の
て
は
な
く
、
国
、
県
、
市
町
村
が
上
手
に

連
携
を
と
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

さ
ら
に
、
今
後
の
文
化
財
保
護
な
り
文
化
財

保
護
行
政
に
つ
い
て
御
意
見
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。
荒
井
教
育
長
、
い
か
が
で
し
ょ
う
。

雙
荒
井
埼
玉
県
で
は
、
全
国
唯
一
だ
と
聞
い

て
お
り
ま
す
が
、
県
立
の
民
俗
文
化
セ
ン
タ
ー

を
岩
欄
市
に
造
り
ま
し
て
、
民
俗
芸
能
や
工
芸

い
て
も
そ
う
で
す
が
、
＊
そ
れ
以
外
の
様
々
な
問

題
に
つ
い
て
も
今
後
文
化
財
保
護
法
の
改
正
な

ど
ど
ん
ど
ん
進
め
て
い
た
だ
き
た
い
、
と
お
願

い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

鬱
崎
谷
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
後
、

さ
ら
に
積
極
的
に
文
化
財
保
護
行
政
を
推
進
し

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
本
日
は
本
当
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

0

0

 

。
0

0

 

20 



●
次
号
(

9

月
号
）
目
次

●
座
談
会

様
々
な
機
関
・
施
設
に
お
け
る

生
涯
学
習
機
会
の
提
供
に
つ
い
て

（
出
席
者
）
大
野
忠
／
木
・
村
孟
／
鈴
木
敏
恵

二
宮
操
一
／
（
司
会
）
北
村
幸
久

●
論
文

創
造
的
な
人
材
の
育
成
に
向
け
て

求
め
ら
れ
る
教
育
改
革
と
企
業
り
＂
仰
和
田
祁
ャ
y
i

●

エ

ッ

セ

イ

服

部

辛

應

●

事

例

紹

介

東

京

大

学

ほ

か

と
ん
な
講
座
こ
ん
な
講
座

大

学

の

公

開

講

座

か

ら

初

111
朕
科
薬
科
大
学

都
道
府
県
発
ー
~
教
育
・
学
術
・
文
化
・
ス
ボ
ー
ツ
ニ
ュ
ー
ス

針
手
県
・
神
奈
川

I
l
l
{
•

心m
i
I
l
限
・
滋
伐
県

●
巻
頭
言

学

社

融

合

の

考

え

方

籾

朦

西

」

牛：

地域における
生涯学習機会の
允実について

編

集

▽
今
月
号
の
特
集
テ
ー
マ
は
、
「
新
た

な
文
化
財
保
護
の
推
進
」
で
す
。
科
学

技
術
の
発
達
し
た
現
代
社
会
に
生
き
て

い
る
中
で
、
文
化
財
に
接
し
た
と
き
の

心
の
安
ら
ぎ
は
、
何
も
の
に
も
代
え
難

い
も
の
で
す
。
貴
重
な
文
化
財
を
保
護

し
後
世
に
引
き
継
ぐ
こ
と
は
、
今
に
生

き
る
我
々
の
努
め
で
す
。
今
回
の
文
化

財
保
護
法
の
改
正
で
導
入
さ
れ
た
文
化

財
登
録
制
度
を
中
心
に
新
た
な
文
化
財

保
護
の
取
組
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

▽
先
月
号
で
も
お
伝
え
し
ま
し
た
が
、

七
月
一
九
日
に
中
央
教
育
審
議
会
か
ら

第
一
次
答
申
「
ニ
―
世
紀
を
展
望
し
た

我
が
国
の
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
」

が
出
さ
れ
ま
し
た
。
日
本
の
将
来
を
担

う
子
供
た
ち
の
教
育
に
つ
い
て
、
学
校

教
育
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
家
庭
教
育

の
在
り
方
や
地
域
社
会
に
お
け
る
教
育

の
在
り
方
に
つ
い
て
幅
広
く
提
言
が
な

一一「読者からのたより」欄への投

稿、「文部時報読者アンケート」

を歓迎します。本誌を読んでの感

想、御意見等をお寄せください。

●「読者からのたより」投稿規定

① 1件につき400字 以 内 ② 住

所、氏名｀年齢、職業、電話番号

を明記（誌上匿名可） ③掲載分

には薄謝進呈

※文章を一部手直しさせていただ

くことがあります。

送り先

〒100 東京都千代田区霞が関

3-2-2 

文部省大臣官房政策課

F 「文部時報」編集部

・ ※電子メールでも受け付けており

ます。

宛先名りiho@monbu.go.jpJ
’ ●r文部時報読者アンケート」

文部時報読者アンケートは添付

のはがきのほかに電子メールでも

受け付けております。

宛先名「jiho@monbu.go.jp」

後

記

さ
れ
ま
し
た
。
い
じ
め
や
子
供
の
自
殺

が
社
会
問
題
化
し
て
い
る
今
日
、
多
く

の
国
民
の
皆
様
に
ぜ
ひ
読
ん
で
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

▽
全
文
掲
載
の
「
文
部
時
報
臨
時
増
刊

号
」
を
本
号
と
同
時
期
に
発
刊
し
ま
す
。

学
校
や

P
T
A
関
係
者
等
多
く
の
皆
様

に
活
用
い
た
だ
け
る
と
幸
い
で
す
。

こ
の
提
言
で
は
、
「
ゆ
と
り
」
も
大

き
な
テ
ー
マ
と
な
り
、
学
校
週
五
日
制

の
完
全
実
施
も
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
通

勤
に
バ
ス
を
利
用
し
て
い
ま
す
が
、
駅

か
ら
自
宅
近
く
ま
で
の
車
中
、
塾
帰
り

の
小
学
生
の
姿
が
午
後
一

0
時
過
ぎ
ま

で
見
ら
れ
ま
す
。
夜
遅
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
明
る
＜
元
気
に
仲
間
と
語
り
合
う

姿
に
敬
意
を
払
い
な
が
ら
も
、
社
会
全

体
に
も
っ
と
も
っ
と
ゆ
と
り
を
、
と
思

い
な
が
ら
子
供
た
ち
を
見
て
い
ま
す
。

(T•K) 

, MESSC. 61 月刊 文躙時報 8月号 第1436号

●著作権所有 文部省c

・；的所 定価600円（本体583円）（〒84円）

本社 〒104東京都中央区銀座 7-4 -12 年間購読料7,200円

本部 〒167-88東京都杉並区荻窪4-30-16
・ただし，増大号，臨時号の場合は別に代金をlドし受けます。

循話 03-5349-6666（営業部） 振替IIIi(OO190-0-161 • •なお， 1翡説のお申し込みは訳接営業所またはもよりのil t
●印刷所一株式会社行政学会印刷所 店にてお願いします。．

隣もの掲載のうち，意見にわたる部分については，それぞれ筆者個人の見解であることをお断りいたします。

inted in Japan 1996 ISSN 0916-9830 ●この刊行物は再生紙を使用しています。

平成 8年8月10ll印刷
平成 8年8月1011発行

` 84 


	文部時報（第1436号：平成8年8月）
	座談会 文化財保護の新たな展開（木原啓吉・嶋崎丞・荒井桂・小島美子・崎谷康文）
	奥付




