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院
の
批
准
を
経
て
公
布
し
た
国
家
級
の
歴
史
文
化
名

城
は
六
十
ニ
ヵ
所
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
都
市
が
も

つ
古
い
町
並
み
と
し
て
の
景
観
を
い
か
に
し
て
保
護

す
る
か
、
ま
た
建
築
物
な
ど
の
乱
立
や
環
境
汚
染
を

い
か
に
し
て
防
止
す
る
の
か
な
ど
、
適
切
な
計
画
を

つ
く
り
難
し
い
仕
事
を
こ
な
し
て
き
ま
し
た
。

③
博
物
館
が
所
蔵
す
る
文
化
財
の
保
護
強
化
に
努

め
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
鑑
定
・
分
類
を
含
め
た
公

文
書
を
作
成
す
る
こ
と
、
技
術
強
化
に
よ
る
防
犯
設

備
の
拡
充
を
図
る
こ
と
、
規
範
化
し
た
管
理
制
度
を

立
て
る
こ
と
、
火
災
・
盗
難
・
砂
塵
・
地
震
・
虫
害

な
ど
の
防
止
を
行
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

④
発
掘
の
際
に
起
こ
り
得
る
地
下
文
化
財
の
損
壊

を
防
い
で
い
ま
す
。
出
土
文
化
財
を
科
学
的
に
保
存

す
る
技
術
が
遅
れ
て
い
る
現
在
の
状
況
で
は
、
一
般

に
は
む
や
み
に
発
掘
を
行
わ
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま

す。
⑤
文
化
財
保
護
に
対
す
る
科
学
技
術
の
研
究
の
強

化
に
努
め
、
そ
の
成
果
が
顕
著
な
も
の
と
な
り
ま
し

た
。
早
く
も
一
九
五

0
年
代
初
め
、
「
古
建
築
修
整
所
」

中国に
保護と

ける文化財の
中協力

中華人民共和国国家文物局長

張 徳 勤

ま
ず
私
は
中
国
国
家
文
物
局
代
表
団
を
代
表
し
て
、

日
本
の
み
な
さ
ま
に
心
よ
り
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま

す。
私
に
貴
重
な
機
会
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
、

日
本
の
学
術
界
や
文
化
交
流
の
方
面
に
お
け
る
数
多

く
の
す
ば
ら
し
い
方
々
を
私
に
引
き
合
わ
せ
て
く
だ

さ
っ
た
こ
と
、
並
び
に
こ
こ
で
み
な
さ
ま
に
対
し
中

国
の
文
化
財
保
護
事
業
の
現
状
を
紹
介
し
、
今
後
の

日
中
間
の
文
化
財
交
流
と
共
同
の
構
想
を
話
し
合
う

こ
と
に
つ
い
て
、
日
本
国
文
化
庁
お
よ
び
東
京
国
立

文
化
財
研
究
所
に
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
私
が
思
い

ま
す
に
、
誠
実
な
態
度
と
簡
潔
な
言
葉
で
私
の
演
題

を
お
話
し
す
る
の
が
、
主
催
さ
れ
る
方
々
に
対
し
て

最
も
意
義
の
あ
る
お
返
し
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
ま
た
、
み
な
さ
ま
が
興
味
を
も
た
れ
る
問

題
に
対
し
て
、
私
は
代
表
団
を
代
表
し
て
誠
実
に
お

答
え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

中
国
五
千
年
の
歴
史
と
長
大
な
先
史
時
代
は
、
中

国
人
民
に
豊
富
な
文
化
財
、
旧
跡
や
文
化
財
資
料
を

残
し
て
く
れ
ま
し
た
。
建
国
以
後
の
二
回
に
わ
た
る

大
規
模
な
考
古
調
査
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
古
代
遺

跡
・
古
墓
・
古
建
築
・
石
窟
寺
院
や
石
刻
を
含
め
た

移
動
不
可
能
な
文
化
財
史
跡
は
三
十
万
件
以
上
に
の

ぼ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
国
務
院
の
批
准
を
経
た
国
家

級
の
重
点
文
物
保
護
単
位
は
五
百
件
、
省
級
の
重
点

文
物
保
護
単
位
は
五
千
件
以
上
あ
り
ま
す
。
移
動
可

能
な
文
化
財
（
博
物
館
の
所
蔵
品
や
民
間
の
伝
世
品

を
含
め
る
）
は
、
博
物
館
と
保
護
単
位
に
お
い
て
登

を
つ
く
る
と
と
も
に
、
国
家
歴
史
博
物
館
に
「
文
物

修
整
室
」
を
設
立
し
ま
し
た
。
一
九
七

0
年
代
に
は
、

「
文
物
保
護
科
学
技
術
研
究
所
」
を
設
立
し
ま
し
た
。

最
近
に
な
り
「
中
国
文
物
研
究
所
」
を
つ
く
り
ま
し

た
。
こ
れ
は
研
究
課
題
や
重
点
保
護
工
程
の
任
務
を

担
当
す
る
ほ
か
、
全
国
の
文
物
保
護
科
研
事
業
を
統

一
、
協
調
す
る
責
務
を
負
い
、
科
学
技
術
研
究
の
全

体
計
画
を
制
定
す
る
と
こ
ろ
で
す
。
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
を
も
つ
十
階
建
て
の
「
科
研
大
楼
」
は
、
北
京

の
「
亜
運
村
」
付
近
に
建
て
始
め
て
お
り
、
来
年
の

初
め
に
は
落
成
で
き
る
は
ず
で
す
。
全
国
各
地
区
に

は
考
古
研
究
所
・
古
建
築
研
究
所
や
博
物
館
な
ど
の

保
護
研
究
単
位
が
四
十
ヵ
所
余
り
も
あ
り
、
専
業
科

技
人
員
も
八
百
人
に
も
の
ぼ
り
ま
す
。
こ
こ
十
年
以

来
、
豊
か
な
研
究
成
果
を
あ
げ
て
き
ま
し
た
。
一
九

八
二
年
か
ら
一
九
八
九
年
ま
で
、
全
部
で
四
十
五
項

目
の
研
究
成
果
が
文
化
部
が
評
定
す
る
『
文
化
科
技

進
歩
賞
』
を
取
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
一
等
賞
を
取

っ
た
も
の
は
”
古
紙
の
保
護
技
術
“
”
曽
候
乙
編
鐘
の

研
究
と
複
製
へ
”
敦
燻
莫
高
窟
の
起
甲
（
剥
落
し
た
）

壁
画
の
修
復
技
術
“
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
文
化
財
保

護
に
対
し
て
先
進
の
科
学
技
術
を
合
理
的
に
応
用
し
、

文
化
財
の
自
然
劣
化
の
過
程
を
阻
止
し
、
文
化
財
保

護
を
新
し
い
レ
ベ
ル
に
ま
で
高
め
た
の
で
す
。

文
化
財
保
護
事
業
を
強
化
す
る
た
め
、
中
央
か
ら

省
・
自
治
区
・
県
に
い
た
る
範
囲
に
文
化
財
を
主
管

す
る
行
政
機
構
を
設
立
し
ま
し
た
。
国
家
文
物
局
は

国
務
院
が
設
置
し
た
全
国
の
文
化
財
事
業
を
管
理
す

記
し
て
い
る
も
の
で
一
千
万
件
以
上
あ
り
、
そ
の
中

で
一
級
品
は
約
十
万
件
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
移
動
可
能
お
よ
び
移
動
不
可
能
な
文
化
遺

産
に
対
し
て
、
中
国
政
府
は
保
護
強
化
に
大
い
に
尽

力
し
て
い
ま
す
。
建
国
以
後
、
文
化
財
を
保
護
す
る

法
令
を
発
布
し
て
き
ま
し
た
。
一
九
八
二
年
、
全
国

人
民
代
表
者
会
議
常
務
委
員
会
は
《
中
華
人
民
共
和

国
文
物
保
護
法
》
を
批
准
し
、
発
布
し
た
の
で
す
。

こ
れ
は
国
家
が
文
化
事
業
に
対
し
て
発
布
し
た
唯
一

の
大
法
で
す
。
こ
の
大
法
を
原
則
と
し
て
、
国
家
文

物
局
と
各
地
方
政
府
は
数
多
く
の
具
体
的
な
管
理
法

規
を
発
布
し
ま
す
。
〈
文
物
保
護
法
の
実
施
細
則
》
も

国
務
院
が
発
布
し
た
も
の
で
す
。
中
国
の
文
化
財
保

護
事
業
は
す
で
に
法
管
理
が
軌
道
に
の
り
、
文
化
財

管
理
の
法
規
体
系
も
形
あ
る
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
と
同
時
に
、
中
国
政
府
は
文
化
財
事
業
を
組

織
化
し
、
た
く
さ
ん
の
仕
事
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

重
要
な
も
の
は
次
の
通
り
で
す
。

①
大
規
模
な
文
化
財
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
第
一

回
は
一
九
五
八
年
に
、
第
二
回
は
一
九
八
一
年
に
始

ま
り
ま
し
た
。
現
在
、
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
は
そ
れ
ぞ

れ
の
省
で
行
う
も
の
は
別
に
し
て
、
ほ
ぼ
全
面
的
に

終
り
ま
し
た
。
目
下
、
調
査
結
果
を
整
理
、
総
括
す

る
と
と
も
に
、
『
中
国
文
物
地
國
集
』
を
各
省
別
に
編

集
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

②
「
歴
史
文
化
名
城
」
（
訳
者
注
歴
史
的
・
文
化

的
に
重
要
な
古
都
を
指
す
。
）
を
公
布
し
、
そ
の
計
画

と
保
護
の
強
化
に
つ
と
め
て
い
ま
す
。
現
在
、
国
務

る
政
府
機
構
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
全
国
の
省
・
市
・

自
治
区
の
文
物
局
あ
る
い
は
文
化
庁
の
文
物
処
に
対

し
業
務
指
導
を
行
い
ま
す
。
各
地
の
文
化
財
管
理
事

業
に
対
し
て
、
法
に
よ
る
監
督
・
検
査
の
権
力
を
有

し
、
全
国
の
博
物
館
事
業
の
計
画
に
対
し
て
責
任
を

負
い
、
中
央
の
財
政
を
文
化
財
の
経
費
と
し
て
分
配

し
、
文
化
財
の
対
外
交
流
を
管
理
す
る
こ
と
に
も
携

わ
っ
て
い
ま
す
。
現
在
、
全
国
に
は
合
わ
せ
て
二
千

七
百
五
十
一
カ
所
の
文
化
財
事
業
機
構
が
あ
り
、
そ

の
中
に
文
物
保
護
管
理
機
構
が
千
五
百
七
十
力
所
、

博
物
館
が
千
十
三
カ
所
あ
り
ま
す
。
幹
部
お
よ
び
職

員
は
全
部
で
四
万
人
に
の
ぼ
り
ま
す
。

こ
こ
十
年
来
、
中
国
は
た
く
さ
ん
の
考
古
発
掘
に

お
け
る
新
成
果
を
あ
げ
ま
し
た
。

①
遼
寧
省
牛
河
梁
遺
跡
大
量
の
美
し
い
玉
器
を

出
土
し
ま
し
た
。

②
浙
江
省
余
杭
良
渚
文
化
墓
地
大
量
の
玉
器

を
出
土
し
ま
し
た
。

③
四
川
省
広
漢
市
三
星
堆
遺
跡
大
量
の
青
銅

器
を
出
土
し
ま
し
た
。

④
江
西
省
新
千
県
大
洋
洲
墓
地
大
量
の
青
銅

器
と
玉
器
を
出
土
し
ま
し
た
。

⑤
河
南
省
三
門
峡
市
親
国
国
君
墓
青
銅
器
を

出
土
し
ま
し
た
。

⑥
山
西
省
北
部
平
朔
棒
鉱
区
で
一
万
件
余
り
の
漢

代
古
墓
を
発
見
し
ま
し
た
。

⑦
鋏
西
省
咸
陽
市
漢
景
帝
陵
か
ら
大
量
の
漢
代
陶

桶
が
出
土
し
ま
し
た
。
観
察
に
よ
る
と
地
下
に
埋
蔵
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さ
れ
た
漢
代
の
陶
桶
は
四
万
件
を
数
え
る
と
い
い
ま

す。
以
上
申
し
上
げ
ま
し
た
こ
れ
ら
の
成
果
は
、
中
国

政
府
と
文
化
財
担
当
者
の
難
し
い
条
件
下
に
お
け
る

努
力
の
結
果
で
あ
り
、
ま
た
国
際
間
の
協
力
と
援
助

と
も
分
か
つ
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
こ
と

は
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
人
々
の
心
も
ふ
る

い
立
つ
も
の
で
す
。

し
か
し
、
こ
こ
で
ま
た
私
は
み
な
さ
ま
に
対
し
て
、

中
国
の
文
化
財
保
護
事
業
と
文
化
財
管
理
事
業
に
は

た
く
さ
ん
の
問
題
と
困
難
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
率

直
に
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
困
難

と
問
題
は
非
常
に
緊
迫
し
て
お
り
、
私
が
国
家
文
物

局
局
長
に
就
任
し
た
頃
は
一
日
”
憂
慮
＂
の
感
に
と

ら
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
ど
う
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
か
。

①
社
会
上
、
文
化
財
の
犯
罪
が
横
行
し
て
い
る
こ

と
で
す
。
極
め
て
少
な
い
の
で
す
が
、
幾
人
か
の
犯

罪
者
た
ち
が
私
利
私
欲
の
た
め
に
、
海
外
の
犯
罪
者

集
団
と
結
託
し
て
計
画
的
に
博
物
館
所
蔵
の
文
化
財

を
窃
盗
し
た
り
、
古
墓
を
盗
掘
し
た
り
す
る
こ
と
で
、

多
く
の
貴
重
な
文
化
財
を
破
壊
し
、
盗
み
取
っ
て
し

ま
う
の
で
す
。
一
九
八
八
年
、
私
が
国
家
文
物
局
に

勤
め
た
ば
か
り
の
と
き
、
平
均
し
て
五
日
に
一
回
の

割
合
で
博
物
館
所
蔵
の
文
化
財
が
盗
難
に
あ
っ
た
と

報
告
さ
れ
、
盗
難
発
生
は
一
年
間
で
七
十
八
件
、
七

万
点
以
上
の
文
化
財
が
被
害
に
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

こ
こ
数
年
、
状
況
は
変
わ
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
今
年

的
な
責
任
は
重
大
で
す
。
も
し
保
護
・
管
理
が
お
粗

9

末
な
た
め
に
、
我
々
祖
国
の
貴
重
な
文
化
遺
産
が
流

失
・
損
壊
を
招
い
て
し
ま
っ
た
と
し
た
ら
、
国
民
に

対
し
て
も
申
し
訳
な
い
だ
け
で
な
く
、
中
国
の
歴
史

文
化
に
対
し
て
関
心
を
払
っ
て
く
だ
さ
る
外
国
の
み

な
さ
ま
に
も
申
し
訳
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
中
国
に
お
け
る

文
化
財
保
護
事
業
の
難
問
を
解
決
で
き
、
文
化
財
管

理
事
業
を
新
し
い
レ
ベ
ル
ヘ
と
高
め
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
し
ょ
う
か
。
私
の
考
え
は
次
の
通
り
で
あ
り

ま
す
。
困
難
を
克
服
す
る
こ
と
は
、
優
勢
を
発
揮
す

る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
優
勢
を
発
揮
す
る
こ
と

は
、
困
難
を
克
服
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ

う
に
循
環
し
往
復
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
一
歩

一
歩
文
化
財
事
業
を
推
進
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

こ
こ
で
私
が
申
し
上
げ
た
＂
優
勢

II

と
は
何
を
指
す

の
で
し
ょ
う
か
。
す
な
わ
ち
中
国
は
昔
か
ら
今
に
至

る
ま
で
中
断
す
る
こ
と
な
く
連
綿
と
続
い
て
き
た
五

千
年
と
い
う
歴
史
の
流
れ
の
中
に
豊
富
に
し
て
美
し

い
文
化
財
が
残
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
重
要
な
こ
と

は
中
国
人
民
が
涵
養
し
て
き
た
文
化
を
自
己
の
文
化

財
の
中
か
ら
抽
出
し
、
展
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

先
人
の
作
り
あ
げ
て
き
た
業
績
や
智
慧
そ
し
て
創
造

力
を
認
識
し
て
い
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
民

族
の
自
信
や
自
負
の
心
を
高
揚
し
、
か
つ
文
化
財
保

護
の
意
識
を
強
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
す
。
同

時
に
世
界
各
国
の
み
な
さ
ま
に
中
国
の
文
化
財
を
鑑

賞
し
研
究
す
る
機
会
と
方
法
を
よ
り
多
く
提
供
す
る

の
八
カ
月
間
で
は
盗
難
発
生
が
二
十
四
件
、
昨
年
と

比
べ
ま
す
と
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
減
少
し
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
私
は
、
依
然
、
枕
を
高
く
し
て
眠
る
心
境
に

は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
一
件
で
も
文
化
財
の
盗
難
が

発
生
す
れ
ば
、
身
体
に
痛
み
を
覚
え
る
の
で
す
。
地

下
の
古
墓
を
盗
掘
す
る
犯
罪
は
許
し
難
い
も
の
で
す
。

河
南
・
狭
西
・
甘
粛
・
四
川
・
湖
南
・
江
西
な
ど
の

地
は
文
化
財
が
豊
富
に
あ
る
だ
け
に
盗
掘
も
多
い
の

で
す
。
こ
こ
十
年
来
、
数
万
に
も
の
ぼ
る
古
墓
が
盗

掘
に
よ
り
空
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
文
化
財

の
損
失
も
計
り
知
れ
な
い
量
で
あ
る
わ
け
で
す
。
今

年
の
六
月
、
全
国
人
民
代
表
者
会
議
常
務
委
員
会
は

《
文
物
保
護
法
》
の
修
正
案
を
通
過
さ
せ
、
ま
た
刑
法

中
に
古
墓
盗
掘
の
処
罰
に
関
す
る
内
容
を
補
充
す
る

よ
う
決
定
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
古
墓
盗
掘
の
程

度
が
甚
だ
し
い
場
合
、
死
刑
に
も
処
し
得
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
ま
し
た
。
数
日
前
、
中
央
の
弁
公
庁
と
国

務
院
弁
公
庁
は
、
国
家
文
物
局
と
公
安
部
に
対
し
、

地
下
に
あ
る
文
化
財
の
盗
掘
を
厳
重
に
取
り
締
ま
る

旨
通
知
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
中
国
の
最
高

権
力
機
関
が
文
化
財
保
護
事
業
に
対
し
て
高
い
関
心

を
払
っ
て
い
る
と
同
時
に
、
文
化
財
に
関
わ
る
犯
罪

に
厳
重
に
臨
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る

の
で
あ
り
ま
す
。
我
々
は
文
化
財
に
関
わ
る
犯
罪
者

を
取
り
締
ま
っ
て
半
年
に
な
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。

②
経
済
建
設
と
旅
行
事
業
の
発
展
に
よ
り
、
文
化

財
と
文
化
財
環
境
の
破
壊
お
よ
び
汚
染
は
普
遍
的
な

現
象
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
そ
の
是
正
と
管
理
が

こ
と
に
も
な
り
、
み
な
さ
ま
の
中
国
に
対
す
る
理
解

を
深
め
、
中
国
と
の
友
好
的
な
協
力
関
係
を
発
展
さ

せ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
加
え
て
、
み
な
さ
ま
の
よ

り
深
い
ご
興
味
と
よ
り
大
き
な
ご
助
力
に
よ
っ
て
、

み
な
さ
ま
は
我
々
が
中
国
の
文
化
財
を
保
護
し
て
い

く
こ
と
に
貢
献
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
る
わ
け
で

す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
我
々
は
直
面
す
る
多
く
の

困
難
や
問
題
に
対
し
て
比
較
的
容
易
に
解
決
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
す
。

そ
れ
で
は
、
次
に
日
中
両
国
の
文
化
財
関
係
の
交

流
と
協
力
に
つ
い
て
の
話
に
移
ら
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。中

国
が
改
革
、
開
放
を
行
っ
て
十
年
来
、
対
日
の

文
化
財
交
流
事
業
は
衰
え
る
こ
と
な
く
良
好
な
勢
い

を
保
っ
て
お
り
ま
す
。
多
く
の
道
、
す
な
わ
ち
度
重

な
る
協
力
、
交
流
の
新
境
地
が
開
け
た
わ
け
で
す
。

不
完
全
な
統
計
で
す
け
れ
ど
も
、
一
九
八
四
年
か
ら

現
在
に
至
る
ま
で
八
十
以
上
の
文
化
財
展
覧
が
日
本

で
行
わ
れ
、
ほ
ぼ
毎
年
十
以
上
の
展
覧
会
が
日
本
で

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
毎
回
、
展
覧
会

を
見
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
方
た
ち
の
数
も
平
均
三
十

万
人
に
達
し
て
い
ま
す
。
一
九
八
八
年
の
”
秦
代
兵

馬
桶
展
“
は
観
客
動
員
数
が
二
百
万
人
に
も
達
し
、

大
き
な
効
果
を
も
た
ら
し
た
と
思
い
ま
す
。
両
国
の

文
化
財
、
博
物
館
専
門
家
の
相
互
訪
問
や
学
術
交
流

は
日
増
し
に
増
え
て
お
り
ま
す
。
両
国
に
み
る
文
化

財
関
係
の
書
物
の
出
版
や
放
映
は
特
に
目
ざ
ま
し
く
、

ま
た
日
中
双
方
で
行
っ
て
い
る
敦
煙
石
窟
の
保
護
研

急
が
れ
て
い
ま
す
。

③
一
部
分
の
国
民
は
文
化
的
レ
ベ
ル
が
高
く
あ
り

ま
せ
ん
。
文
化
財
の
組
織
と
文
化
財
保
護
の
認
識
も

あ
ま
り
高
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
文
化
財
が

破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
現
象
も
発
生
し
て
お
り

ま
す
。④

文
化
財
保
護
の
経
費
は
非
常
に
少
な
く
、
技
術

カ
、
特
に
専
門
高
度
な
技
術
を
有
す
る
人
材
が
不
足

し
て
お
り
、
設
備
も
老
朽
化
し
て
い
る
の
で
、
文
化

財
の
保
護
、
研
究
や
展
示
に
は
限
界
が
あ
り
ま
す
。

国
家
重
点
文
物
保
護
単
位
は
、
現
在
、
”
崩
れ
な
い
“

禰
れ
な
い
“
ょ
う
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
維
持
や

修
理
が
急
が
れ
る
文
化
財
や
旧
跡
は
我
々
の
面
前
に

あ
る
わ
け
で
、
力
は
あ
っ
て
も
思
い
の
ま
ま
に
な
ら

ず
、
不
安
に
さ
い
な
ま
れ
る
と
い
う
感
が
あ
り
ま
す
。

私
は
、
二
度
日
本
を
訪
問
い
た
し
ま
し
た
。
日
本

は
中
国
ほ
ど
文
化
財
が
豊
富
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

し
か
し
文
化
財
保
護
の
施
設
、
設
備
や
科
学
技
術
の

手
段
は
、
中
国
の
方
が
明
ら
か
に
劣
っ
て
お
り
ま
す
。

日
本
の
博
物
館
事
業
の
発
展
は
、
我
々
の
眼
か
ら
も

羨
望
の
的
で
あ
り
、
全
体
的
に
み
て
、
中
国
の
文
化

財
事
業
の
発
展
レ
ベ
ル
は
日
本
と
比
べ
て
大
き
な
差

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
差
と
い
う
も
の
は
両
国
の
経
済

発
展
の
差
と
同
様
に
大
き
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
す

ぐ
れ
た
力
量
を
加
え
る
こ
と
で
、
経
済
の
成
長
を
追

い
つ
き
、
補
い
も
す
る
の
で
す
が
、
文
化
財
の
場
合
、

い
っ
た
ん
壊
れ
て
し
ま
う
と
永
久
に
元
に
は
戻
ら
な

い
の
で
す
。
我
々
の
深
く
感
じ
入
る
と
こ
ろ
、
歴
史

究
や
中
国
南
海
に
お
け
る
沈
没
船
の
考
古
調
査
、
新

彊
の
ミ
イ
ラ
の
合
同
調
査
研
究
は
、
協
力
の
新
し
い

領
域
を
開
拓
し
、
第
一
段
階
と
し
て
の
成
果
を
あ
げ

て
き
ま
し
た
。
我
々
は
こ
う
し
た
中
国
の
文
化
財
事

業
に
対
す
る
日
本
政
府
や
友
好
団
体
か
ら
の
協
力
や

援
助
に
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

私
は
こ
の
度
日
本
国
文
化
庁
の
お
招
き
に
あ
ず
か

り
訪
問
い
た
し
ま
し
た
が
、
そ
の
目
的
は
両
国
に
お

け
る
交
流
や
協
力
の
基
礎
の
上
に
あ
り
、
官
民
双
方

の
友
好
団
体
と
の
つ
な
が
り
を
よ
り
一
層
強
め
、
相

互
に
理
解
を
増
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
日
を
増
す

ご
と
に
友
好
と
誠
実
さ
が
動
力
と
な
っ
て
、
文
化
財

関
係
の
交
流
と
協
力
が
深
く
、
そ
し
て
広
く
な
っ
て

い
く
よ
う
で
す
。
特
に
思
い
当
た
る
の
は
、
来
年
が

日
中
国
交
正
常
化
二
十
周
年
で
あ
り
、
我
々
が
今
回

の
訪
問
を
通
じ
て
希
望
す
る
こ
と
は
、
来
年
日
本
で

何
度
か
大
き
な
文
化
財
交
流
を
行
え
る
よ
う
に
積
極

的
に
推
進
し
、
一
九
九
二
年
を
我
々
両
国
の
文
化
交

流
と
友
好
協
力
の
II

高
潮
年
II

と
す
る
こ
と
で
あ
り

ま
す
。
こ
れ
が
我
々
日
中
双
方
の
共
通
の
願
い
で
あ

る
と
私
は
深
く
信
じ
て
お
り
ま
す
。
我
々
の
す
ば
ら

し
い
願
い
を
現
実
の
も
の
と
す
る
た
め
に
、
私
は
こ

こ
で
中
国
に
お
け
る
文
化
財
の
対
外
交
流
と
協
力
に

つ
い
て
の
指
導
原
則
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と

思

い

ま

す

。

‘

中
国
の
古
代
文
化
財
は
、
中
国
人
民
の
貴
重
な
財

産
で
あ
る
と
同
時
に
、
全
人
類
共
通
の
文
化
遺
産
で

あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
中
国
に
属
し
、
ま
た
世
界
に
属
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す
る
も
の
で
す
。
こ
れ
は
文
化
財
が
二
重
に
帰
属
す

る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
こ
の
二
重
性
を
正

確
に
理
解
す
る
こ
と
と
は
、
こ
の
二
重
性
の
も
つ
相

互
の
関
係
を
理
解
す
る
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ

に
よ
り
、
中
回
に
お
け
る
文
化
財
の
対
外
友
好
交
流

や
協
力
の
事
業
を
合
理
。
公
平
。
互
恵
の
原
則
の
基

礎
上
に
建
て

r

発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

こ
れ
は
中
国
に
お
け
る
文
化
財
保
護
事
業
に
有
益
で

あ
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
人
類
の
進
歩
と
世
界
平
和

に
有
益
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
だ
け
に

r

こ
れ
は
高
尚

に
し
て
、
か
つ
神
聖
な
事
業
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を

得
ま
せ
ん
。

直
有
“
と
い
う
属
性
か
ら
述
べ
れ
ば
、
外
国
の

み
な
さ
ま
が
我
々
双
方
の
交
流
の
中
で
中
国
の
主
権

と
権
益
を
尊
重
し
、
中
国
人
民
の
民
族
的
自
尊
心
を

尊
重
し
、
中
国
《
文
物
保
護
法
》
と
文
化
財
管
理
事
業

の
基
本
方
針
と
政
策
を
尊
重
す
る
こ
と
を
、
我
々
は

希
望
し
ま
す
。
中
同
人
民
は
、
ア
ヘ
ン
戦
争
か
ら
新

中
国
成
立
に
至
る
ま
で
の
歴
史
の
間

r

帝
国
主
義
の

侵
略
と
略
奪
に
よ
る
災
雖
と
苦
痛
を
味
わ
っ
て
き
ま

し
た
。
現
在
で
も
ま
だ
思
想
や
感
情
の
上
で
傷
跡
を

残
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
自
国
の
独
立
と
主
権
を

守
る
と
い
う
問
題
と
関
係
し
て
お
り
、
異
常
な
ま
で

に
敏
感
な
わ
け
で
す
。
こ
こ
に
お
集
ま
り
の
み
な
さ

ま
は
容
易
に
ご
理
解
い
た
だ
け
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

文
化
財
、
特
に
貴
重
な
国
宝
級
の
文
化
財
は
往
々
に

し
て
国
の
心
、
民
の
心
が
つ
な
が
っ
て
い
る
も
の
で

あ
り
、
対
外
交
流
の
双
方
に
お
い
て
慎
重
な
態
度
で

展
さ
せ
ま
し
ょ
う
。
”
中
国
文
化
財
ブ
ー
ム
“
が
日
本

で
さ
め
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
我
々
は
適
当
に

数
量
を
圧
縮
し
て
、
質
の
高
い
も
の
を
選
ん
で
、
毎

年
日
本
で
一
、
二
回
大
規
模
な
文
物
展
を
行
う
つ
も

り
で
す
。

②
広
大
な
る
日
本
国
民
に
中
国
の
歴
史
文
化
を
理

解
し
研
究
し
て
も
ら
う
た
め
に
、
双
方
で
文
化
財
の

出
版
（
書
籍
や
映
像
関
係
の
製
品
）
、
専
門
の
報
道
な

ど
を
拡
大
し
ま
し
ょ
う
。

③
文
化
財
保
護
の
科
学
技
術
の
研
究
を
よ
り
一
層

強
化
し
ま
し
ょ
う
°
我
々
は
先
進
の
科
学
技
術
を
吸

収
し
、
中
国
の
文
化
財
保
護
に
用
い
る
の
で
す
。

④
中
国
に
お
け
る
《
中
国
考
古
渉
外
管
理
条
例
》

に
よ
り
、
日
中
両
国
の
考
古
工
作
を
組
織
し
、
考
古

発
掘
と
研
究
事
業
を
連
合
し
て
行
い
ま
し
ょ
う
。

⑤
日
本
の
上
級
学
校
｀
，
科
学
研
究
機
構
、
博
物
館

で
中
国
の
た
め
に
、
文
化
財
保
護
専
門
の
人
々
を
育

成
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
中
国
に
も
優
秀
な
と
こ
ろ

が
あ
る
の
で
、
専
門
家
を
育
成
し
て
い
き
ま
す
。

⑥
日
本
に
お
い
て
中
国
の
文
化
財
を
研
究
す
る
専

門
家
や
学
者
や
文
化
関
係
の
方
々
を
組
織
し

r

中
国

へ
来
て
文
化
財
を
視
察
し
、
学
術
交
流
を
行
い
た
い

と
思
い
ま
す
。
中
国
も
で
き
る
限
り
対
外
的
に
未
開

放
な
文
化
財
や
旧
跡
あ
る
い
は
考
古
発
掘
現
場
を
み

な
さ
ま
に
開
放
し
ま
す
。

⑦
日
中
両
国
の
文
化
財
関
係
の
交
流
と
協
力
を
長

期
に
わ
た
り
計
画
的
に
発
展
さ
せ
る
た
め
に
は
、
政

府
間
で
た
び
た
び
協
議
を
行
い
、
民
間
交
流
も
適
当

臨
む
べ
き
も
の
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
も
ま
た

み
な
さ
ま
に
は
容
易
に
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
も
の

と
、
私
は
思
い
ま
す
。

呉
有
“
と
い
う
属
性
か
ら
述
べ
る
と

r

中
国
の

文
化
財
は
人
類
共
通
の
文
化
遺
産
で
あ
り
、
か
つ
こ

れ
ら
の
遺
産
を
保
護
す
る
と
い
う
主
要
な
責
任
は
中

国
人
が
担
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
も
し
中
国

人
が
最
大
の
努
力
を
尽
く
し
て
も
ま
だ
不
足
の
と
こ

ろ
が
あ
る
な
ら
ば
、
世
界
各
国
の
み
な
さ
ま
も
ま
た

責
任
が
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
責
任
の
一
端
を

担
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
以
上
が
一
方
の
側
面

で
す
。も

う
一
方
の
側
面
は
、
外
国
人
の
み
な
さ
ま
が
中

国
の
文
化
遺
産
を
保
護
す
る
こ
と
に
対
し
て
責
任
を

果
た
し
て
き
ま
し
た
が
；
み
な
さ
ま
に
は

r

中
国
人
民

と
と
も
に
こ
れ
ら
の
遣
産
を
守
り
、
研
究
成
果
を
あ

げ
る
と
い
う
権
利
も
あ
る
わ
け
で
す
。
責
任
も
共
同

で
あ
り
、
権
利
も
共
同
で
あ
る
わ
け
で
す
。
責
任
、

義
務
そ
し
て
権
利
は
、
相
互
に
対
応
す
べ
き
な
の
で

す
。
も
し
我
々
が
美
術
界
の
み
な
さ
ま
に
対
し
義
務

と
し
て
お
願
い
す
る
場
合
；
こ
の
人
類
共
通
の
財
産

は
あ
な
た
た
ち
の
責
任
で
す
が
と
強
調
し
て
お
き
な

炉
ら
、
と
こ
ろ
が
学
術
界
の
み
な
さ
ま
炉
そ
の
権
利

を
行
使
す
る
場
合
、

r

こ
れ
は
中
国
人
民
の
財
産
で
f

み
な
さ
ま
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
と
強
調
し
て

し
ま
う
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
、
日

本
の
み
な
さ
ま
が
ど
う
し
て
我
々
中
国
人
と
長
期
に

な
協
調
組
織
を
持
つ
こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う
。
こ
の

方
面
で
、
私
は
ま
だ
具
体
的
な
プ
ラ
ン
を
構
想
し
て

お
り
ま
せ
ん
が
、
我
々
と
進
む
道
を
考
え
て
い
た
だ

け
れ
ば
、
す
ば
ら
し
い
プ
ラ
ン
を
出
す
の
が
ど
な
た

で
あ
ろ
う
と
、
我
々
は
喜
ん
で
検
討
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

文
化
財
交
流
と
協
力
と
は
、
そ
れ
自
身
敏
感
な
政

治
問
題
と
は
縁
遠
い
も
の
で
す
。
そ
の
目
的
と
は

r

人
類
が
残
し
た
過
去
の
足
跡
を
研
究
す
る
こ
と
、
自

己
の
智
慧
を
啓
発
す
る
こ
と
、
現
在
と
未
来
の
人
々

に
向
け
て
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
盛
ん
に
す
る
こ
と
で

す
。
人
類
は
、
国
家
・
種
族
・
信
仰
や
社
会
制
度
の

相
違
に
よ
ら
ず
、
古
代
の
歴
史
文
化
と
い
う
大
海
か

ら
自
己
に
対
し
て
役
に
立
つ
も
の
を
く
み
取
る
べ
き

で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
文
化
財
交
流
事
業
は

国
家
を
超
越
し
、
全
天
候
的
な
も
の
と
な
る
の
で
あ

り
ま
す
。

中
国
文
化
財
の
対
外
交
流
と
協
力
は
、
中
国
全
体

が
対
外
開
放
を
始
め
る
契
機
と
な
り
、
ま
た
中
国
の

文
化
財
保
顆
を
促
進
し
、
中
国
の
文
化
財
事
業
を
発

展
さ
せ
る
必
要
不
可
欠
な
条
件
で
あ
り
ま
す
。
．
日
本

と
中
国
は
特
殊
な
縁
で
結
ば
れ
て
い
ま
す
。
中
国
の

絢
爛
た
る
古
代
文
明
は
｝
．
か
つ
て
日
本
の
歴
史
上
の

進
歩
に
対
し
て
影
響
を
与
え
て
き
ま
し
た
。
ま
た
日

本
の
高
度
に
発
達
し
た
現
代
文
明
は
、
現
代
の
中
国

に
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。
歴
史
的
発
展
が
ど
の
よ

う
に
め
ぐ
る
も
の
で
あ
れ
、
長
年
に
わ
た
る
友
好
は

日
中
両
国
の
国
民
の
最
も
根
本
的
で
、
最
も
利
益
と

わ
た
っ
て
椀
力
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
二
つ
の
属
性
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
原
則
を
総

合
す
れ
ば
‘
―
つ
の
指
導
原
則
と
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
中
国
に
お
け
る
文
化
財
の
対
外
交
流
と
協
力

は
、
文
化
財
の
安
全
を
保
障
し
、
中
国
の
主
権
と
権

益
を
維
持
す
る
と
い
う
前
提
の
下
、
各
種
の
ル
ー
ト
、

各
稲
の
方
法
、
各
種
の
体
裁
を
通
じ
て
、
世
界
各
国

の
人
々
に
中
国
の
歴
史
文
化
を
全
而
的
、
系
統
的

r

正
確
に
理
解
し
て
も
ら
い
、
そ
の
中
か
ら
有
意
義
な

栄
養
を
吸
収
す
る
こ
と
で
、
当
国
と
当
民
族
の
文
化

を
豊
富
に
し
発
展
さ
せ

r

す
ば
ら
し
い
末
来
を
創
造

さ
せ
る
の
で
す
。
こ
の
過
程
の
中
で
、
中
国
の
文
化

財
保
護
事
業
を
衰
退
さ
せ
ず
、
中
国
と
世
界
各
国
の

人
々
と
友
好
協
力
と
の
関
係
が
日
増
し
に
増
進

L
、

発
展
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を

理
解
し
て
い
く
べ
き
で
あ
り
ま
す
。

日
本
は
中
国
の
近
隣
に
あ
り
ま
す
。
両
国
の
文
化

に
は
共
通
の
淵
源
が
あ
り

r

両
国
の
友
好
的
な
交
流

に
は
二
千
年
以
上
の
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
今

旦
さ
ら
に
新
た
な
段
階
に
入
っ
た
わ
け
で
す
。
日

本
の
み
な
さ
ま
は
、
中
国
の
歴
史
文
化
に
対
し
て
深

い
興
味
と
感
情
を
お
持
ち
で
す
。
も
し
私
が
お
話
し

し
た
見
解
や
解
釈
を
み
な
さ
ま
が
お
認
め
に
な
る
な

ら
ば
今
後
、
我
々
双
方
の
協
力
は
必
ず
や
よ
り
広

い
領
域
の
中
で
累
累
と
し
た
効
果
を
あ
げ
る
こ
と
で

あ
り
ま
し
ょ
う
。

我
々
の
考
え
は
次
の
通
り
で
す
。

①
今
後
、
日
本
に
赴
い
て
行
う
文
化
財
展
覧
を
発

な
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
我
々
代
表
団
の
今
回
の
訪

問
は
日
本
国
文
化
庁
や
そ
れ
に
所
属
す
る
国
立
文

化
財
研
究
所
、
国
立
博
物
館
と
と
も
に
、
直
接
に
し

て
、
か
つ
密
接
な
る
す
ば
ら
し
い
協
力
関
係
を
作
り

あ
げ
た
の
で
す
。
ま
た
、
我
々
は
、
多
く
の
民
間
に

お
け
る
友
好
団
体
や
個
人
と
の
理
解
と
友
好
を
よ
り

一
層
強
固
な
も
の
に
し
ま
し
た
。
我
々
の
収
穫
は
非

常
に
豊
富
な
も
の
で
し
た
。
私
は
先
ほ
ど
申
し
上
げ

ま
し
た
構
想
を
実
現
し
よ
う
と
い
う
信
念
と
希
望
で

満
ち
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
私
は
み
な
さ
ま
と
手
を
携

え
て
、
両
国
の
優
秀
な
民
族
文
化
を
保
護
し
高
揚
す

る
た
め
、
日
中
両
国
国
民
の
長
年
に
わ
た
る
友
好
と

い
う
神
聖
な
事
業
の
た
め
、
共
同
し
て
仕
事
に
励
ん

で
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

ど
う
ぞ
み
な
さ
ま
我
々
に
対
し
て
ご
理
解
、
ご
支

援
の
ほ
ど
、
ま
た
私
個
人
に
対
し
て
も
ご
指
導
の
ほ

ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
（
翻
訳
勝
木
言
一
郎
）

（
注
）
張
徳
勤
国
家
文
物
局
長
は
、
平
成
三
年
十
一

月
四
日
か
ら
同
月
十
三
日
ま
で
、
文
化
庁
お
よ

び
東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
の
招
聘
に
よ
っ
て

来
日
し
、
日
本
の
文
化
財
の
保
存
状
況
等
を
視

察
す
る
と
と
も
に
、
関
係
者
と
今
後
の
日
中
文

化
財
交
流
に
つ
い
て
意
見
交
換
等
を
行
っ
た
。

そ
の
一
環
と
し
て
十
一
月
十
一
日
に
東
京
国

立
博
物
館
セ
ミ
ナ
ー
室
で
講
演
が
行
わ
れ
た
。

本
稿
は
、
そ
の
譜
演
の
際
に
用
い
ら
れ
た
原

稿
を
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
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新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
昨
年
、
文
化
庁
に
お
き
ま
し
て
は
、
文

化
政
策
推
進
会
議
や
そ
の
下
の
小
委
員
会
の

多
く
の
審
議
等
や
文
化
財
保
護
や
著
作
権
を

め
ぐ
る
諸
問
題
へ
の
対
応
等
々
、
従
前
に
も

増
し
て
多
忙
な
日
々
が
続
き
ま
し
た
。

国
の
内
外
の
情
勢
の
大
き
な
変
化
が
予
想

さ
れ
る
中
、
文
化
行
政
に
お
い
て
も
、
新
た

な
視
点
の
下
に
時
代
や
社
会
の
変
化
に
対
応

し
、
国
民
や
国
際
社
会
の
要
請
に
的
確
に
応

え
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

本
年
は
文
化
政
策
推
進
会
議
の
提
言
も
予
定

さ
れ
て
い
る
他
、
著
作
権
等
の
分
野
に
お
い

て
も
新
た
な
る
施
策
の
展
開
が
予
定
さ
れ
て

い
ま
す
。
本
年
も
、
皆
様
の
一
層
の
御
理
解
、

御
支
援
を
賜
れ
れ
ば
幸
い
で
す
。

(

Y

)
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