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特 集：文化財の保存と修理

oo諷 玄侶園＠ 面合諺曰

保
存
修
理
と
は

礎
に
お
い
て
、
建
築
や
美
術
の
歴
史
の
解
明
を
志
す
と
共
に
、
そ
の
成
果

を
修
理
に
反
映
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
国
は
技
術
的
な
指
導
を

行
う
一
方
、
補
助
金
を
交
付
し
て
経
費
不
足
の
た
め
に
完
全
な
修
理
が
で

き
な
い
と
い
っ
た
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
財
政
面
で
も
援
助
を
行
っ
て
い

る。
保
存
と
修
理
は
元
来
意
味
が
異
な
り
、
前
者
は
日
常
管
理
や
環
境
の
整

備
に
よ
っ
て
現
在
よ
り
も
劣
化
や
損
傷
が
進
む
の
を
さ
け
る
こ
と
で
あ
り
、

後
者
は
そ
の
病
状
か
も
う
こ
の
ま
ま
で
は
手
を
こ
ま
ね
い
て
は
お
ら
れ
ぬ

た
め
に
行
う
外
科
的
手
術
て
あ
る
。
し
か
し
文
化
財
に
お
け
る
修
理
は
原

則
的
に
は
で
き
る
だ
け
同
じ
材
料
、
同
じ
技
術
を
も
っ
て
、
そ
の
価
値
を

維
持
し
な
か
ら
永
く
後
世
に
伝
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
そ
の
特

性
を
理
解
し
て
頂
く
に
は
「
保
存
修
理
」
と
い
う
言
葉
か
一
番
ピ
ッ
タ
リ

し
て
い
る
。

た
だ
そ
の
内
容
は
文
化
財
の
伝
承
の
態
様
に
よ
っ
て
大
き
く
相
違
し
、

元
来
殿
堂
や
倉
の
中
で
大
切
に
保
管
さ
れ
て
き
た
美
術
工
芸
品
は
、
従
来

で
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
大
き
な
改
変
や
復
原
を
行
わ
ず
に
、
現
状

の
姿
を
維
持
す
る
こ
と
が
主
目
標
に
な
る
。
こ
札
に
対
し
て
風
雨
に
直
接

さ
ら
さ
れ
る
建
造
物
の
場
合
は
、
途
中
の
修
理
で
の
取
替
え
や
改
造
の
規

模
か
大
き
く
な
り
か
ち
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
本
来
の
価
値
か
失
わ
れ
て
い

る
個
所
に
つ
い
て
は
、
綿
密
な
調
査
に
基
づ
く
復
原
が
必
要
と
な
る
例
が

多
い
。
し
か
し
一
方
で
は
、
後
世
の
修
理
も
そ
の
文
化
財
の
歴
史
の
一
要

素
な
の
だ
か
ら
、
復
原
で
そ
れ
を
消
し
去
る
の
は
如
何
か
、
と
い
う
問
題

か
あ
り
、
こ
の
た
め
復
原
の
可
否
に
つ
い
て
は
学
識
経
験
者
に
よ
る
審
議

会
に
諮
っ
て
、
個
々
の
事
例
毎
に
慎
重
な
検
討
か
行
わ
れ
て
い
る
。
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雪胴三宣

財

鈴

伝
統
的
技
法
と
科
学
的
技
法

学
術
的
修
理
の
発
足

日
本
の
文
化
財
は
木
や
紙
な
ど
比
較
的
脆
弱
な
材
料
で
造
ら
れ
て
い
る

も
の
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
永
い
歴
史
を
経
た
文
化
財
は
造
ら
れ
た
当
時

の
姿
・
形
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
稀
で
、
多
く
の
場
合
途
中
で
何
回

か
の
修
理
を
受
け
な
が
ら
大
切
に
今
日
ま
で
守
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

そ
う
し
た
過
去
の
修
理
は
大
体
か
施
主
や
技
術
者
の
都
合
が
よ
い
よ
う
に

行
わ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
法
隆
寺
西
院
伽
藍
は
元
禄
年
間
二
六
九
五
ー
九
一
ハ
）
に
大
修

理
か
あ
り
、
五
重
塔
は
特
に
将
軍
綱
吉
の
生
母
桂
昌
院
の
寄
進
で
行
わ
れ

た
。
五
重
塔
は
そ
の
前
に
も
慶
長
九
年
（
一
六

0
四
）
に
大
修
理
か
あ
っ

て
構
造
上
の
弱
点
を
大
幅
に
補
強
し
て
い
る
の
て
、
こ
の
時
の
修
理
は
主

と
し
て
屋
根
替
や
露
盤
・
伏
鉢
の
改
鋳
な
ど
比
較
的
軽
微
な
も
の
で
あ
っ

た
が
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
各
所
の
飾
金
具
を
葵
文
様
の
も
の
に
改
め
た
り

軒
支
柱
に
彫
刻
を
つ
け
た
り
し
て
外
観
を
新
装
し
た
た
め
、
一
見
徳
川
家

が
新
し
く
建
立
し
た
よ
う
な
姿
と
な
っ
た
。
明
治
初
年
に
日
本
建
築
史
の

研
究
が
始
ま
っ
て
法
隆
寺
の
建
築
年
代
が
問
題
に
な
っ
た
際

r

元
禄
再
建

説
の
議
論
が
お
こ
っ
た
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
仏
像
で
も
後
世
の
補
修

に
よ
っ
て
表
而
を
金
箔
で
厚
く
化
粧
さ
れ
た
結
果
、
そ
の
古
さ
が
判
ら
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
例
が
少
な
く
な
い
。
修
理
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
新

品
の
よ
う
に
生
れ
変
わ
ら
せ
る
こ
と
が
、
エ
人
の
腕
の
見
せ
ど
こ
ろ
で
さ

え
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
い
わ
ば
一
般
の
物
品
に
対
す
る
修
理
で
は
な
く
、
文
化
財
特

有
の
修
理
は
明
治
三
十
年
に
古
社
寺
保
存
法
か
施
行
さ
れ
て
、
図
か
文
化

財
の
保
襲
に
の
り
出
す
と
同
時
に
始
ま
り
、
以
来
丁
度
満
九
十
年
継
続
し

て
い
る
。
こ
の
文
化
財
修
理
の
大
き
な
特
色
は
学
術
的
調
査
と
研
究
を
基

文
化
財
は
こ
の
よ
う
に
従
来
か
ら
人
の
手
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
き
た
も

の
の
ほ
か
、
そ
う
し
た
意
識
か
稀
薄
か
全
く
無
い
ま
ま
に
今
日
ま
で
伝
わ

っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
野
外
に
置
か
れ
た
石
造
物
や
出
土
品
が
そ
の
例

で
、
こ
の
保
存
修
理
に
は
全
く
別
の
手
法
か
必
要
と
な
る
。
表
面
か
風
化

し
て
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
り
、
大
き
な
ヒ
ビ
割
れ
が
入
っ
た
石
塔
や
石
仏
、
サ
ビ

だ
ら
け
の
出
土
品
な
ど
に
対
し
て
は
、
従
来
の
伝
統
的
技
法
で
は
手
の
ほ

ど
こ
し
よ
う
が
な
い
。
木
材
で
も
う
ま
く
水
に
つ
か
っ
た
ま
ま
の
状
態
だ

と
土
中
で
も
永
く
保
存
さ
れ
て
い
る
。

先
年
出
上
し
た
山
田
寺
回
廊
は
そ
の
最
も
よ
い
例
で
、
一
三

0
0
年
前

の
建
物
が
倒
れ
た
時
の
姿
で
柱
や
連
子
窓
な
ど
の
部
材
を
よ
く
残
し
て
い

た
。
し
か
し
こ
う
し
て
永
く
土
中
に
あ
っ
た
木
材
を
発
掘
し
て
そ
の
ま
ま

放
置
す
る
と
、
中
の
水
分
が
抜
け
て
乾
燥
し
た
時
に
は
全
体
が
し
わ
し
わ

に
縮
み
よ
じ
れ
て
元
の
形
が
全
く
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
永
い
間
に
木
材

を
構
成
す
る
細
胞
組
織
が
と
け
出
し
て
水
に
置
き
換
っ
て
お
り
、
そ
の
水

で
か
ろ
う
じ
て
原
形
を
保
っ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
か

っ
て
こ
う
し
た
水
潰
け
木
材
を
安
定
さ
せ
る
に
は
、
中
の
水
分
を
他
の
材

雙
合
成
樹
脂
な
ど
）
に
置
換
す
る
か
、
瞬
間
的
に
除
去
す
る
な
ど
の
科
学

的
方
法
が
必
要
と
な
る
。
後
者
は
イ
ン
ス
タ
ン
ト
コ
ー
ヒ
ー
や
ラ
ー
メ
ン

な
ど
の
製
造
に
使
わ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
原
理
で
あ
る
。

こ
う
し
た
科
学
的
方
法
は
戦
後
よ
う
や
く
導
入
さ
れ
た
も
の
で
ま
だ
歴

史
は
短
い
か
、
次
々
と
新
し
い
技
術
が
開
発
さ
れ
て
文
化
財
の
保
存
に
役

立
っ
て
い
る
。

文
化
財
の
修
理
は
伝
統
的
技
法
か
中
心
と
な
り

r

そ
れ
を
補
完
す
る
形

で
科
学
的
技
法
か
使
わ
れ
る
。
修
理
技
術
者
は
ま
ず
伝
統
技
術
を
十
分
に
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四 身
に
つ
け
た
上
、
保
存
修
理
の
意
味
を
よ
く
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
具
体
的
に
は
現
在
普
通
に
伝
統
技
術
と
い
わ
れ
る
内
容
か
、
近
世
の

職
入
技
術
の
伝
承
で
あ
る
こ
と
か
多
い
の
で
、
そ
れ
以
上
に
中
世
あ
る
い

は
古
代
の
技
術
も
学
ぶ
必
要
が
あ
る
。
文
化
財
が
造
ら
れ
た
当
時
の
技
法

で
修
理
し
て
こ
そ
f
そ
の
価
値
か
最
も
よ
く
維
持
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

修
理
に
用
い
る
材
料
に
も
気
を
使
う
。
布
や
紙
の
補
修
に
新
し
い
も
の
を

用
い
る
と
、
そ
の
部
分
だ
け
強
く
な
っ
て
気
温
や
湿
度
の
変
動
に
よ
る
伸

び
縮
み
が
そ
こ
に
集
中
し
、
大
切
な
当
初
の
部
分
に
裂
傷
を
引
き
起
す
こ

と
か
あ
る
。
糊
や
漆
も
強
過
ぎ
る
の
は
禁
物
だ
。
そ
の
た
め
古
い
布
や
紙

を
集
め
て
お
い
た
り

r

何
年
も
か
け
て
柔
い
糊
を
作
っ
た
り
す
る
。
一
口

に
文
化
財
修
理
技
術
者
と
呼
ん
で
い
る
か
、
伝
統
技
法
だ
け
で
な
く
文
化

財
を
構
成
す
る
材
料
に
対
し
て
も
、
経
験
と
錬
磨
に
裏
付
け
ら
れ
た
深
い

知
識
が
必
要
で
あ
り
、
，
大
へ
ん
な
責
務
を
負
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
そ
の
上
、
伝
統
的
技
法
だ
け
で
は
不
充
分
な
修
理
し
か
で
き
な

い
場
合
は
、
科
学
的
技
法
を
応
用
す
る
こ
と
が
課
せ
ら
れ
る
。

例
え
は
民
家
の
曲
り
＜
ね
っ
た
梁
が
腐
っ
て
い
る
と
、
従
来
は
似
た
材

木
を
探
し
て
取
替
え
た
の
で
あ
っ
た
が
、
近
年
で
は
集
成
材
で
芯
木
を
作

っ
て
旧
梁
の
外
皮
部
分
を
張
り
つ
け
、
外
見
上
は
旧
梁
か
そ
の
ま
ま
保
存

さ
れ
た
形
で
修
理
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
腐
朽
．
欠
損
し
た
部
分
を
合
成

樹
指
に
よ
る
人
工
木
材
で
補
修
し
一
＼
古
材
の
再
用
に
努
め
る
の
も
日
常

化
し
て
い
る
。

先
年
行
っ
た
桂
離
宮
の
修
理
で
は
充
填
し
た
人
工
木
材
の
表
面
を
前
後

の
杢
目
に
合
わ
せ
て
彫
刻
し
、
古
色
を
施
し
て
、
よ
く
見
な
い
と
修
理
の

跡
が
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
の
仕
上
り
と
な
っ
た

C

そ
こ
ま
で
要
求
し
た
わ
け

で
は
な
い
の
だ
が
、
好
い
加
減
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
職
人
気
質
の
結
果
で

あ
る
。も

と
も
と
ヨ
ー
ロ
ソ
パ
と
日
本
で
は
建
造
物
修
理
の
考
え
方
に
大
き
な

な
っ
て
い
る
。

文
化
財
修
理
を
と
り
ま
く
環
境
は
こ
の
よ
う
に
年
々
き
び
し
さ
を
増
し

て
い
る
か
、
一
方
で
は
最
近
の
伝
統
文
化
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
と
共

に
、
こ
の
世
界
に
新
し
く
入
っ
て
く
る
若
い
人
も
増
え
つ
つ
あ
る
の
か
心

産
、
゜

5
,
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修
理
と
修
景

文
化
財
の
種
類
に
よ
っ
て
は
、
保
存
と
活
用
の
た
め
に
修
理
と
は
別
の

手
法
で
形
姿
を
整
え
る
も
の
か
あ
る
C

そ
の
代
表
は
町
並
み
保
存
と
史
跡

整
備
で
、
ど
ち
ら
も
修
景
と
呼
ば
れ
る
。

町
並
み
保
存
は
広
域
で
あ
る
と
同
時
に
内
部
で
は
日
常
生
活
が
営
ま
れ

る
た
め
、
他
の
文
化
財
の
よ
う
な
凍
結
的
保
存
は
適
当
で
な
く
流
動
的
対

応
か
要
求
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
町
並
み
の
歴
史
的
価
値
を
構
成
す
る
古
い

建
物
や
構
築
物
を
保
存
修
理
で
扱
っ
一
方
、
そ
の
あ
い
だ
に
あ
っ
て
近
年

の
新
築
・
改
築
な
ど
の
た
め
地
区
の
特
色
を
損
っ
て
い
る
も
の
を
整
備
す

る
の
か
修
景
で
あ
る
。
ま
た
史
跡
て
は
寺
院
跡
・
宮
殿
官
街
跡
な
ど
の
よ

う
に
、
上
部
構
造
物
か
失
わ
れ
た
あ
と
に
残
さ
れ
た
わ
ず
か
な
地
形
地
物

で
は
、
何
が
あ
っ
た
跡
で
何
で
大
切
な
の
か
、
容
易
に
理
解
し
難
い
も
の

が
少
な
く
な
い
。
発
掘
し
た
遺
構
を
見
せ
れ
ば
納
得
し
て
も
ら
え
る
の
だ

が
、
露
出
し
て
お
く
と
遺
構
が
こ
わ
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
遺
構
は
土
中

に
埋
め
戻
し
、
上
部
に
復
原
的
模
造
や
土
盛
・
植
栽
な
ど
の
修
景
的
整
備

を
行
っ
て
、
史
跡
の
意
義
が
一
般
の
人
々
に
わ
か
っ
て
頂
け
る
よ
う
に
し

て
い
る
。

こ
う
し
た
修
景
の
手
法
が
文
化
財
に
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は

比
較
的
新
し
く
、
史
跡
は
昭
和
四
十
年
頃
か
ら
、
町
並
み
は
そ
の
保
存
制

度
が
発
足
し
た
昭
和
五
十
年
か
ら
で
あ
る
。
史
跡
の
場
合
は
永
く
原
状
維

差
が
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ソ
パ
の
石
造
建
築
で
は
取
り
替
え
た
部
材
が
本
来
の

も
の
で
な
い
こ
と
か
判
る
よ
う
に
し
て
お
く
の
が
、
歴
史
に
忠
実
な
態
度

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
日
本
で
は
取
替
材
の
表
面
を
ト
ー
チ
ラ

ン
プ
で
焼
く
な
ど
し
て
風
蝕
状
態
を
作
り
出
し
、
古
色
を
施
し
て
新
し
い

部
分
を
目
だ
た
せ
な
い
よ
う
に
す
る
。
こ
れ
は
材
料
の
違
い
や
全
体
の
中

で
取
替
部
が
ど
の
程
度
の
比
率
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
か
と
い
う
差
な
ど

に
も
基
づ
く
の
だ
が
、
本
質
的
に
は
白
木
を
好
み
、
材
質
感
や
調
和
感
に

鋭
敏
な
日
本
的
感
覚
の
所
産
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
科
学
的
技
法
を

用
い
た
場
合
も
、
そ
の
施
工
法
は
伝
統
的
技
法
が
も
と
に
な
っ
て
く
る
の

で
あ
る
。
ま
た
伝
統
的
技
法
は
大
体
に
お
い
て
再
修
理
可
能
な
方
法
で
あ

り
、
そ
の
こ
と
が
文
化
財
の
永
い
年
月
に
わ
た
る
保
存
を
保
証
し
て
い
る
。

同
じ
こ
と
は
科
学
的
技
法
に
つ
い
て
も
要
求
さ
れ
、
新
し
い
技
術
の
中
で

も
個
々
の
文
化
財
に
適
し
た
方
法
が
厳
選
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
修
理
技
術
の
伝
承
と
後
継
者
養
成
の
た
め
、
選
定

保
存
技
術
と
呼
ぶ
助
成
制
度
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
団
体
で
は
木
造
彫
刻

の
美
術
院
、
建
造
物
修
理
と
木
工
の
文
化
財
建
造
物
保
存
技
術
協
会
、
檜
皮

葺
や
茅
葺
の
全
国
社
寺
等
屋
根
工
事
技
術
保
存
会
な
ど
の
ほ
か
、
漆
芸
・

金
工
。
染
織
な
ど
多
く
の
分
野
で
修
理
に
従
事
す
る
約
三
十
人
ほ
ど
の
技

術
者
が
文
化
庁
に
よ
っ
て
選
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
世
界
に
も
例
の
少

な
い
制
度
で
、
修
理
技
術
の
向
上
に
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
る
か
、
何
分

に
も
永
い
き
ひ
し
い
修
行
と
不
断
の
錬
磨
を
必
要
と
す
る
だ
け
に
、
修
理

技
術
者
全
体
の
高
齢
化
は
お
お
う
べ
く
も
な
い
。
技
術
者
の
確
保
に
は
修

理
事
業
の
継
続
的
運
用
で
生
活
の
安
定
を
計
る
の
が
ま
ず
第
一
だ
が
近

年
の
緊
縮
財
政
に
よ
っ
て
仕
事
が
年
々
目
減
り
し
つ
つ
あ
る
の
も
痛
い
。

各
方
面
で
の
近
代
化
が
進
ん
で
、
以
前
は
ど
う
に
か
入
手
で
き
た
修
理
用

資
材
か
無
く
な
っ
て
き
た
。
茅
算
の
茅
の
よ
う
に
昔
は
ど
こ
に
で
も
あ
り
、

ほ
と
ん
ど
タ
グ
に
近
か
っ
た
材
料
か
集
ま
り
難
く
、
ま
た
非
常
に
高
価
と

持
が
原
則
で
あ
っ
た
か
、
近
年
の
よ
う
に
土
地
利
用
か
切
追
化
す
る
と
、

文
化
財
と
し
て
の
貴
重
性
が
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、

遺
跡
を
破
壊
す
る
功
利
的
利
用
を
阻
止
す
る
こ
と
か
困
難
な
た
め
、
積
極

的
な
整
備
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
文
化
財
の
活
用
の
一
手

段
で
も
あ
り
、
整
備
さ
れ
た
史
跡
は
楽
し
い
学
習
の
場
や
豊
か
な
歴
史
的

空
間
と
な
っ
て
い
る
。

修
景
は
修
理
の
よ
う
に
文
化
財
の
本
体
に
直
接
手
を
つ
け
る
わ
け
で
は

な
く
、
そ
の
点
で
は
多
少
気
楽
な
面
も
あ
る
か
、
一
方
で
は
そ
の
手
法
は

千
差
万
別
で
あ
っ
て
、
個
々
の
文
化
財
に
対
し
て
ど
れ
が
最
適
な
の
か
を

判
断
す
る
の
が
難
し
竺
い
わ
は
額
縁
を
つ
け
た
り
、
警
物
を
き
せ
か
け

た
り
す
る
の
と
似
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
む
し
ろ
文
化
財
保
存
の

哲
学
が
問
わ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
く
、
そ
の
意
味
で
は
ま
だ
試
行
錯

誤
の
段
階
を
抜
け
き
っ
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
文

化
財
に
対
す
る
関
心
と
期
待
の
多
様
化
を
う
け
て
修
理
・
修
景
と
も
に
よ

り
一
層
高
度
な
も
の
か
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
，
，
そ
の
実

現
に
は
な
お
一
層
の
努
力
を
重
ね
て
ゆ
か
な
け
れ
は
な
ら
な
い
こ
と
が
痛

感
さ
れ
る
。

鈴
木
嘉
吉
（
す
ず
き
・
か
き
ち
）

昭
和
三
年
生
ま
れ
。

前
文
化
庁
文
化
財
保
護
部
文
化
財
鑑
査
官
。

現
在
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
長
。

文
化
財
保
護
審
議
会
専
門
委
員
。
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特 集：文化財の保存と修狸

こ
う
し
た
事
を
考
え
て
い
る
内
に

r

内
地
出
発
か

ら
数
日
後
の
朝
、
船
は
揚
子
江
入
口
の
上
海
沖
に
停

泊
し
て
い
た
。

そ
れ
か
ら
船
は
又
揚
子
江
を
渕
る
こ
と
数
日
、
南

京
を
過
ぎ
て
又
数
日
、
船
は
揚
子
江
岸
の
余
り
大
き

く
な
い
港
に
停
泊
し
た
。

こ
の
港
で
下
船
命
令
か
出
て
、
船
か
ら
降
り
て
聞

く
と
、
其
処
は
大
通
と
い
う
旅
団
本
部
の
在
る
所
で

あ
っ
た
。

そ
れ
か
ら
部
隊
は
行
軍
す
る
こ
と
約
一
日
、
中
隊

の
在
る
地
、
観
前
と
い
う
所
で
一
泊
の
露
営
を
し
た
。

翌
日
こ
れ
か
ら
私
の
勤
務
す
る
詞
堂
色
と
い
う
所
へ

移
る
こ
と
と
な
っ
た
。
此
処
は
聯
隊
本
部
の
経
理
室

の
在
る
所
で
、
其
処
で
の
私
の
戦
地
の
毎
日
が
始
ま

つ
こ
。f
 

経
理
室
勤
務
と
い
え
ば
、
ま
こ
と
に
私
に
は
ふ
さ

わ
し
く
無
い
所
で
、
私
は
算
盤
も
満
足
に
使
え
な
い

男
で
あ
る
か
、
直
接
鉄
砲
を
使
う
必
要
の
な
い
所
で
、

そ
れ
だ
け
さ
し
あ
た
り
身
の
危
険
の
少
な
い
所
で
あ

っ
た
。
そ
れ
か
ら
数
年
後
無
事
内
地
帰
還
が
出
来
て

現
在
の
あ
る
の
は
、
此
処
の
勤
務
生
活
に
依
っ
て
｀
，

戦
地
で
の
生
活
を
過
ご
せ
た
お
陰
で
あ
る
と
私
は
考

え
て
い
る
。
こ
の
様
な
比
較
的
安
全
な
場
所
に
身
を

お
く
こ
と
か
出
来
た
の
に
は
理
由
が
在
っ
て
、
こ
の

経
理
室
の
代
表
責
任
者
の
主
計
中
尉
の

T
氏
が
私
の

--9---

◎
 

右
に
記
し
て
い
る
久
造
と
い
う
の
は
私
の
本
名
で

あ
る
。
少
し
こ
の
本
名
の
説
明
を
最
初
に
す
れ
ば
、

私
の
父
の
名
前
の
こ
と
を
先
ず
記
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
父
は
幼
名
を
鶴
松
、
長
じ
て
久
吉
、
別
名
は

久
一
、
久
齊
と
号
し
た
。

母
と
の
中
に
子
供
が
六
人
在
っ
た
が
、
五
人
が
女

性
で
、
男
子
は
四
番
目
に
生
れ
た
私
一
人
で
あ
っ
た

C

余
程
男
子
出
産
を
待
望
し
て
い
た
と
見
え
て

r

近
く

に
住
む
母
方
の
祖
母
は
私
の
股
の
下
の
一
物
を
見
る

生

い

だ

ち

原
稿
締
切
期
日
が
迫
っ
て
い
る
の
に
一
向
に
主
題

か
決
ま
ら
な
い
。
思
案
の
末
に
f
自
身
使
用
し
て
い

る
雅
号
の
説
明
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
と
し
た
。

r -_•一一•一--------
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ま
で
、
私
が
男
子
で
あ
る
こ
と
を
信
用
し
な
か
っ
た

そ
う
で
あ
る
。
私
は
現
在
酒
の
席
等
で
笑
い
な
か
ら
、

「
自
分
は
生
れ
出
た
時
に
、
既
に
親
孝
行
を
し
て
あ
る
LO

と
冗
談
を
云
う
。

父
も
漆
工
家
で
あ
っ
た
が
、
後
援
者
の
方
に
私
の

命
名
を
お
願
い
す
る
と
、
父
の
名
の
久
吉
に
‘,L

が
付

く
よ
う
に
と
久
造
と
命
名
し
て
頂
い
た
と
の
こ
と
で

あ
る
。

◎
 

二
足
の
わ
ら
じ

昭
和
三
年
、
東
京
美
術
学
校
工
芸
部
漆
工
科
に
入

学
し
た
が
、
前
年
の
昭
和
二
年
に
帝
国
美
術
院
の
展

覧
会
に
工
芸
部
が
新
設
さ
れ
て
い
る
、
と
い
え
ば
｀
・

当
時
の
日
本
の
工
芸
界
及
び
東
京
美
術
学
校
工
芸
部

の
雰
囲
気
か
如
何
な
様
子
で
在
っ
た
か
が
お
察
し
頂

け
る
こ
と
と
思
つ
。

こ
う
し
た
中
て
昭
和
八
年
春
卒
業
し
て
間
も
な
く
、

中
学
時
代
の
先
荒
で
、
私
の
戦
地
に
来
る
こ
と
を
予

め
知
っ
て
い
て
、
私
を
安
全
度
の
高
い
場
所
に
落
付

く
こ
と
が
出
来
る
よ
う
計
ら
っ
て
く
れ
た
の
に
依
る

も
の
で
あ
っ
た
。

雅
号
の
由
来

勤
務
地
の
詞
掌
巴
で
毎
日
を
過
ご
し
て
い
る
間
に
、

輸
送
船
の
中
で
考
え
た
こ
と
の
記
念
と
し
て
、
万
一

無
事
帰
還
か
出
来
た
時
の
た
め
に
こ
の
際
自
分
の
雅

号
を
付
け
て
お
こ
う
と
思
っ
た
。

最
初
に
上
陸
し
た
大
通
と
い
う
地
名
は
ど
う
か
と

考
え
た
の
で
あ
合
大
し
て
悪
く
な
い
名
の
よ
う
に

思
え
る
の
で
辞
書
を
見
る
と
解
説
に
は
、
「
非
常
な
る

通
人
LO

と
あ
っ
て
随
分
思
い
上
っ
た
よ
う
で
あ
ま
り

感
心
し
な
い
。

次
に
最
初
に
露
営
を
し
た
観
前
と
い
う
の
を
考
え

て
み
た
、
「
前
を
観
る
:

l

と
い
う
の
は
中
々
良
い
名
の

よ
う
な
気
が
す
る
の
で
、
こ
れ
に
し
よ
う
か
と
思
っ

て
い
た
。
と
こ
ろ
が
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
分
っ
た
の

で
あ
る
が
、
属
し
て
い
る
部
隊
の
部
隊
長
の

K
大
佐

は
素
人
な
か
ら
絵
を
描
く
人
で
、
以
前
か
ら
観
前
を

既
に
雅
号
と
し
て
使
っ
て
い
る
の
か
分
っ
た
。
部
隊

長
に
先
を
う
た
れ
た
わ
け
で
｀
＂
真
似
を
し
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
の
は
感
心
し
な
い
の
で
、
少
し
気
に
な
る

か
大
通
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
帰
還
し
て
後
、
現

在
も
雅
号
と
し
て
朋
い
て
い
る
。

戦

地

に

て

漆
工
の
仕
事
で
身
を
立
て
る
つ
も
り
て
郷
里
奈
良
に

帰
っ
た
か
、
自
分
の
や
り
た
い
方
向
の
仕
事
で
生
活

を
さ
さ
え
る
自
信
が
中
々
持
て
な
い
。
数
年
間
色
々

暗
中
模
索
の
末
、
生
活
の
道
は
別
に
立
て
よ
う
と
考

え
て
大
阪
の
貴
金
属
店
の
偲
案
部
に
昼
間
勤
め
て
、

夜
帰
っ
て
か
ら
と
、
日
曜
、
祭
日
に
自
分
の
時
間
と

し
て
の
仕
事
を
し
よ
う
と
思
っ
た
の
で
あ
る
か
、
ニ

足
の
わ
ら
じ
は
旨
く
行
か
な
い
も
の
で
、
最
後
に
は

こ
の
わ
ら
じ
は
脱
が
な
け
れ
ば
駄
目
だ
と
結
局
又
考

え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
欝
々
と
し
た
数
年
間
が
過
ぎ
た

が
、
そ
の
内
、
国
は
日
支
事
変
へ
と
突
入
し
て
行
っ

て
、
、
私
も
補
充
兵
と
し
て
の
召
集
令
状
を
受
け
と
り
、

戦
場
へ
と
出
て
行
く
こ
と
に
な
っ
た
。

戦
地
へ
赴
く
輸
送
船
の
中
で
私
は
つ
く
づ
く
考
え

た
。
戦
場
へ
出
て
行
く
か
ら
に
は
命
を
持
っ
て
帰
れ

る
保
障
は
で
き
な
い
。
人
間
、
生
を
受
け
て
一
生
の

う
ち
に
自
分
が
進
み
た
い
と
願
っ
て
い
る
こ
と
が
在

る
の
に
、
生
活
の
為
に
そ
の
願
い
を
達
す
る
た
め
の

努
力
を
せ
ず
に
、
別
の
道
を
歩
ん
で
い
る
こ
と
は
間

違
っ
た
こ
と
だ
、
人
間
死
ん
だ
気
に
な
れ
ば
出
来
な

い
こ
と
は
無
い
だ
ろ
う
。
幸
い
、
も
し
こ
の
度
、
生

き
て
帰
れ
る
こ
と
が
在
れ
ば
生
活
の
た
め
の
勤
め
を

や
め
て
仕
事
一
本
に
進
む
こ
と
に
し
よ
う
と
、
私
と

現
在
箱
書
き
の
署
名
の
下
に
捺
印
す
る
「
大
通
之

印
」
と
い
う
印
の
―
つ
は
戦
地
で
時
々
公
用
で
出
張

し
た
安
慶
の
古
物
店
で
買
い
求
め
て
、
そ
の
地
で
彫

ら
せ
た
物
で
あ
る

G

北
村
久
造
（
き
た
む
ら
・
き
ゅ
う
ぞ
う
）

明
治
四
十
三
年
生
ま
れ

C

漆
芸
家
。

選
定
保
存
技
術
「
漆
工
品
修
理
」
保
持
者
。

文
化
財
保
護
審
譲
会
専
門
委
員
。
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特 集：文化財の保存と修理

の
銘
な
ど
力
あ
り
、
部
分
的
な
細
部
手
法
に
は

天
平
様
式
的
な
表
現
も
あ
る
か
、
鎌
倉
中
期
頃
の
仏

堂
と
し
て
、
す
で
に
明
治
三
十
一
年
に
文
化
財
に
指

定
さ
れ
た
。

さ
て
こ
の
二
棟
の
解
体
調
査
も
は
ほ
同
様
に
進
行

し
た
が
、
そ
の
調
査
内
容
は
新
し
い
発
見
が
多
い
だ

け
で
な
く
、
専
門
的
に
も
貴
重
で
、
そ
の
う
ち
の
二
、

三
に
つ
い
て
だ
け
紹
介
し
て
み
た
い
。

＊
 

法
隆
寺
束
皇
は
、
本
来
僧
房
と
し
て
個
室
に
分
か

れ
、
そ
の
後
も
各
種
物
人
れ
等
に
充
て
ら
れ
た
た
め
、

間
仕
切
の
壁
が
多
い
。
そ
の
壁
の
塗
替
え
、
変
更
の

た
び
に
、
壁
下
地
の
力
木
が
取
替
え
ら
れ
、
そ
れ
の

取
付
け
の
た
め
に
、
柱
の
側
面
に
挿
込
む
穴
を
は
る
。

こ
の
穴
の
大
き
さ
や
形
状
が
時
代
に
よ
っ
て
異
な
り
、

そ
の
種
類
の
時
代
別
判
断
に
よ
っ
て
、
時
代
別
に
七

回
に
亘
る
間
取
り
の
変
更
過
程
を
知
り
得
た
。
又
そ

れ
と
共
に
現
存
五
十
九
本
の
柱
の
う
ち
三
十
本
は
紛

れ
も
な
い
奈
良
時
代
の
柱
と
断
定
さ
れ
た
。
又
地
上

の
礎
石
の
中
に
、
凝
灰
岩
の
方
形
礎
石
か
四
十
六
箇
、

そ
の
う
ち
十
箇
に
は
表
面
に
円
翌
繰
出
し
か
あ
り
、

こ
れ
ら
も
又
疑
い
な
く
奈
良
時
代
の
も
の
で
あ
る
。

繰
出
し
の
な
い
三
十
六
個
の
礎
石
を
念
の
た
め
、
ひ

っ
く
り
返
え
し
て
み
る
と
、
下
面
に
い
ず
れ
も
み
な

円
型
繰
出
し
か
あ
っ
た
の
で
、
予
想
的
中
と
思
っ
た

隻
意
外
も
意
外
、
地
盤
は
粘
土
層
の
地
山
で
礎

石
は
こ
の
地
山
に
ぴ
っ
た
り
と
吸
着
状
態
で

r

は
じ

め
か
ら
繰
出
し
面
を
下
に
し
て
据
付
け
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
判
り
、
逆
に
表
に
繰
出
し
の
あ
る
礎
石
を
持

揚
げ
て
そ
の
下
を
調
べ
て
み
る
と
、
地
山
の
底
に
は
、
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い
え
よ
う
。
従
っ
て
文
化
財
保
存
と
い
え
ば
、
そ
れ

｀
｝
が
建
造
物
の
場
合
は
、
修
理
が
中
心
と
な
っ
た
。

過
去
に
幾
度
か
す
で
に
修
理
や
改
変
の
あ
と
を
留

る
と
答
め
て
い
る
こ
れ
ら
古
建
築
を
，
更
め
て
文
化
財
と
し

主
と
し
て
修
理
を
実
施
す
る
と
な
れ
ば
‘
修
理
の
目
標
か
問

い
っ
て
題
と
な
る
。
現
状
維
持
か
復
原
か
と
い
う
こ
と
が
よ

う
易
＼
’
く
問
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
問
題
に
な
ら
な
い
。

修
理
そ
の
も
の
が
現
状
維
持
で
な
く
、
変
更
で
あ
る
。

再
び
組
立
て
る
に
当
た
り
、
従
来
の
姿
に
近
似
的
に

努
め
る
か
、
又
は
後
世
の
改
変
部
を
取
除
い
て
、
で

き
る
限
り
旧
形
に
復
す
る
か
で
あ
る
。

文
化
財
の
保
護
と
は
、
保
存
と
活
用
で
＇
一

え
ら
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
面
の
う
ち
、
私
＂

て
保
存
の
路
を
歩
ん
で
き
た
。
ま
た
保
存
ヽ

も
こ
れ
も
い
く
つ
か
の
路
に
岐
れ
る
が
、
ず
(
j
,,9

は
修
理
の
路
が
中
心
だ
っ
た
。
文
化
財
保
存
の
世
界

で
r

修
理
か
重
要
な
役
割
り
を
持
つ
の
は
、
建
造
物

の
分
野
で
あ
ろ
う
。
美
術
工
芸
の
保
存
に
も
も
ち
ろ

ん
修
理
か
あ
る
が
、
全
体
か
ら
み
れ
ば
そ
の
比
撃
は

や
や
小
さ
い
。
建
造
物
の
場
合
、
保
存
と
い
え
ば
そ

れ
は
修
理
と
同
意
語
に
と
ら
れ
か
ね
な
い
時
期
も
あ

っ
た
。
明
治
三
十
年
古
社
寺
保
存
法
が
は
じ
め
て
成

立
し
た
と
き
の
、
政
府
補
助
金
予
算
の
ほ
と
ん
ど
は

建
造
物
修
理
費
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。

多
湿
な
わ
が
国
の
風
土
の
な
か
で
、
極
め
て
多
数

の
木
造
建
築
が
、
文
化
遺
産
と
し
て
今
日
ま
で
伝
え

ら
札
て
き
た
最
大
の
理
由
は
、
永
い
歴
史
的
年
月
を

通
し
て
、
絶
え
ず
繰
返
さ
れ
た
修
理
に
あ
っ
た
と

文
化
財
建
造
物
修
理
の
路
を
歩
ん
一
ー

法
隆
寺
西
院
東
室
と
当
麻
寺
本
堂
の
餡
理

文
化
財
建
造
物
の
解
体
修
理
と
い
う
も
の
は
、
一

定
の
仕
様
書
に
従
っ
て
施
術
す
る
の
で
は
な
く
、
そ

れ
ぞ
れ
の
建
物
の
辿
っ
て
き
た
路
を
、
現
代
か
ら
過

去
に
向
っ
て
追
求
す
る
こ
と
か
ら
始
め
ら
札
る

C

そ

れ
は
担
当
技
術
者
と
し
て
、
全
力
を
尽
し
て
苦
労
す

る
に
価
す
る
作
業
で
あ
る
。
私
自
身
こ
訊
ま
で
幾
度

円
座
の
女
型
が
く
っ
き
り
と
残
っ
て
い
た
。
つ
ま
り

こ
の
礎
石
は
当
初
か
ら
形
式
上
か
ら
は
考
え
ら
れ
な

い
下
向
き
に
据
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う

な
発
見
か
次
か
ら
次
へ
と
続
い
て
、
結
論
を
言
え
ば
、

こ
の
東
室
は
間
違
い
な
く
奈
良
時
代
僧
房
の
遺
構
で

あ
る
こ
と
、
従
っ
て
別
当
記
の
「
新
造
」
は
正
し
く

な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
＇
さ
ら
に
前
記
礎
石
の

裏
返
し
据
付
け
と
そ
れ
に
関
連
す
る
資
料
か
ら
、
こ

の
東
室
は
現
在
地
で
新
築
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
他

所
か
ら
現
地
へ
移
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
現
法
隆

寺
当
初
の
建
物
の
旧
所
在
地
と
な
れ
ば
、
現
境
内
の

一
隅
に
残
る
若
草
伽
藍
、
即
ち
聖
徳
太
子
の
建
て
ら

れ
た
第
一
次
伽
藍
の
も
の
と
い
う
見
解
が
生
し
る
。

こ
の
よ
う
な
調
査
結
果
を
得
て
、
肝
心
の
建
物
は
ど

の
よ
う
に
復
旧
、
復
原
す
べ
き
か
。
現
状
そ
の
ま
ま

は
不
可
、
と
い
っ
て
到
底
当
初
僧
房
の
全
面
復
原
は

現
実
的
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
今
日
の
東
室
は
、
日
常

の
使
用
目
的
を
持
た
ず
、
し
か
し
得
ら
れ
た
古
代
の

建
築
史
料
は
貴
鼠
な
の
で
、
当
初
材
の
実
物
に
よ
る

一
部
復
原
を
行
う
と
共
に
、
そ
の
他
の
部
分
に
は
そ

の
中
間
策
を
採
用
し
た
。

＊
 

当
麻
寺
本
堂
で
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
現
建
物
は

鎌
倉
時
代
の
再
建
と
み
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
、

内
陣
廻
り
の
古
式
部
分
の
考
察
や
、
現
堂
の
前
身
と

し
て
、
内
陣
を
主
体
と
す
る
堂
宇
の
、
正
面
孫
庇
付

の
時
期
の
存
在
を
指
摘
す
る
先
学
の
論
究
も
あ
っ
て
、

そ
の
解
明
の
一
歩
前
進
も
期
待
さ
れ
て
い
た
。
工
事

着
手
間
も
な
く
、
屋
根
裏
か
明
る
み
に
出
て
、
外
陣

天
井
裏
か
ら
永
暦
二
年
の
棟
木
銘
が
は
じ
め
て
発
見

か
こ
の
よ
う
な
問
題
に
直
接
取
組
ん
だ
経
験
を
も
っ

が
、
中
で
も
次
に
述
べ
る
二
つ
の
工
事
は
、
ほ
ほ
同

時
に
併
行
し
て
行
わ
れ
、
何
れ
も
担
当
者
は
大
変
な

苦
労
を
璽
ね
、
又
そ
れ
だ
け
の
成
呆
も
得
ら
れ
て
、

私
を
含
め
て

r

思
い
出
の
最
大
の
も
の
で
あ
る
。

ひ
が
し
む
ろ

そ
の
一
は
、
法
隆
寺
西
院
東
室
の
修
理
で
、
他
の

た

い

主

ロ
庄
当
麻
寺
本
堂
（
曼
荼
羅
堂
）
の
修
理
で
、
い

す
れ
も
昭
和
三
十
二
年
か
ら
同
三
十
五
年
に
か
け
て

解

体

修

理

が

行

わ

れ

た

。

．

先
ず
建
物
の
概
略
を
説
明
す
る
と
、
法
隆
寺
東
室

は
同
寺
僧
房
四
棟
の
一
で
、
天
平
資
財
帖
に
も
記
さ

れ
て
い
る
僧
侶
の
生
活
施
設
で
あ
り
、
寺
の
記
録

（
別
当
記
）
に
は
平
安
末
期
台
風
で
倒
れ
、
保
安
年
間

新
造
の
記
事
か
あ
る
。
全
体
の
規
模
や
位
置
は
当
初

の
ま
ま
と
し
て
も
、
現
存
の
建
物
は
す
で
に
僧
房
は

廃
さ
れ
て
、
南
北
に
細
長
い
十
八
間
の
長
屋
の
南
方

三
分
の
「
ぼ
聖
霊
院
と
し
て
聖
徳
太
子
を
祀
る
堂

に
改
造
さ
れ
、
残
り
の
部
分
は
雑
舎
と
し
て
小
区
画

に
区
切
ら
れ

r

g
そ
の
時
代
時
代
の
用
途
に
従
っ
て
改

変
さ
れ
た
c

現
状
は
物
置
同
然
に
荒
れ
て
い
た
。

法
隆
寺
の
主
要
堂
宇
の
ほ
と
ん
ど
は
、
明
治
年
間

に
重
要
文
化
財
（
当
時
は
特
別
保
護
建
造
物
）
に
指

定
さ
れ
た
が
、
東
室
は
昭
和
十
七
年
に
指
定
さ
れ

r

そ
の
理
由
も
、
僧
房
と
し
て
の
史
的
価
値
と
、
現
建

物
の
再
建
年
代
は
明
確
で
な
い
が
、
室
町
期
を
降
ら

な
い
と
い
う
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

次
に
当
麻
寺
本
堂
は
、
こ
れ
は
中
将
姫
の
連
糸
曼

荼
羅
の
説
話
で
有
名
な
寺
の
、
そ
の
曼
荼
羅
を
祀
る

堂
で
あ
る
。
中
将
姫
は
奈
良
時
代
の
人
だ
か
、
こ
の

堂
は
内
陣
須
弥
塊
に
寛
元
元
年
、
厨
子
の
扉
に
仁
治

さ
れ
、
従
来
鎌
倉
時
代
と
見
ら
れ
た
現
本
堂
の
成
立

が
、
八
十
年
古
く
平
安
末
期
で
あ
る
こ
と
か
確
定
さ

れ
た
。
し
か
し
そ
の
以
前
の
現
外
陣
位
置
か
孫
庇
形

態
の
時
期
の
堂
は
、
現
本
堂
の
前
身
堂
で
あ
り
、
曼

荼
羅
棠
と
し
て
の
祖
形
と
し
て
、
そ
の
成
立
時
期
も

平
安
初
期
頃
と
想
定
さ
れ
た
。
更
に
こ
の
前
身
堂
に

も
も
う
一
時
代
古
い
奈
良
時
代
堂
宇
二
棟
分
の
古
材

が
再
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
経
緯
ま
で
が
つ
き
と
め

ら
れ
た
。
こ
の
外
に
内
陣
安
置
の
厨
子
が
、
同
じ
く

平
安
初
期
の
華
奢
で
大
形
の
美
術
工
芸
と
し
て
の
百

認
識
な
ど
、
修
理
に
伴
っ
て
得
ら
れ
た
成
果
は
、
華

や
か
で
か
つ
塁
か
で
、
中
世
以
降
近
世
ま
で
中
将
姫

に
ま
つ
わ
る
阿
弥
陀
信
仰
を
伝
え
る
堂
の
諸
施
設
は

そ
の
ま
ま
残
置
す
る
こ
と
と
し
て
、
た
だ
江
戸
時
代

以
降
近
世
の
改
造
部
分
の
整
備
を
行
っ
た
だ
け
で
、

復
原
修
理
は
一
切
行
わ
な
か
っ
た
。

＊
 

修
理
に
際
し
て
、
こ
れ
だ
け
の
成
果
を
得
る
に
は

担
当
者
や
協
力
者
等
多
く
の
人
々
の
協
力
の
結
果
で

あ
り
、
そ
の
思
い
出
は
一
生
消
え
る
こ
と
の
な
い
も

の
で
あ
る
。

日
名
子
元
雄
（
ひ
な
こ
•
も
と
お
）

明
治
四
十
四
年
生
ま
れ
。

元
文
化
庁
文
化
財
保
護
部
建
造
物
課
長
。

現
在
、
財
団
法
人
文
化
財
建
造
物
保
存
技
術
協
会

理
事
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晩
秋
の
奈
良
に
は
、
「
古
き
仏
た
ち
」
が
千
古
の
昔

の
ま
ま
、
お
わ
し
ま
す
。
だ
が
、
そ
の
傍
ら
に
何
や

ら
ペ
ン
キ
を
塗
り
た
く
っ
た
よ
う
な
黄
色
い
雑
草
が

我
が
物
顔
に
咲
き
誇
っ
て
い
た
。
セ
イ
タ
カ
ア
ワ
ダ

チ
ソ
ウ
と
い
う
名
だ
そ
う
で
、
米
国
か
ら
の
帰
化
植

物
で
あ
る
。

こ
の
植
物
は
日
本
の
南
に
上
陸
し
、
そ
の
後
、
線

路
や
道
路
に
そ
っ
て
、
激
し
い
勢
い
で
北
上
し
、
い

ま
や
、
こ
の
国
の
到
る
と
こ
ろ
で
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
ア
レ
ル
ギ
ー
症
の
原
因
と
も
言
わ
れ
、
そ

の
強
い
繁
殖
力
に
よ
っ
て
、
在
来
の
雑
草
を
圧
倒
し

て
い
る
。
も
う
じ
き
、
す
す
き
越
し
に
古
社
寺
を
見

る
と
い
う
よ
う
な
日
本
の
秋
の
典
型
的
な
情
趣
は
味

わ
え
な
く
な
る
か
も
知
れ
な
い
。

こ
の
目
障
り
な
外
来
種
を
引
き
抜
い
た
り
、
焼
き

払
っ
た
り
、
ま
た
何
か
に
利
用
し
た
り
す
る
の
は
、

ど
う
考
え
て
も
文
化
財
保
護
の
仕
事
と
は
言
え
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
ま
ま
放
置
し
て
い
て
い
い
も
の
だ
ろ

う
か
。
文
化
財
を
守
る
立
場
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
こ

と
に
つ
い
て
発
言
す
べ
き
だ
。
そ
こ
で
、
文
化
財
に

.
,
,
'
 .. f
 

化
財
の
持
つ
教
育
的
な
意
義
は
も
っ
と
強
調
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
文
化
財
の
保
護
と
い
え
ば
、
一
般
に

は
書
画
骨
董
の
愛
玩
趣
味
と
見
ら
れ
か
ね
な
い
。
そ

ん
な
時
、
あ
な
た
の
生
活
や
行
動
か
ら
、
文
化
財
を

差
し
引
い
て
ご
ら
ん
な
さ
い
、
貧
弱
な
無
味
乾
燥
な

も
の
し
か
残
り
ま
せ
ん
よ
、
と
言
う
こ
と
に
し
て
い

る
。
こ
の
世
に
自
分
自
身
が
創
造
し
た
も
の
な
ど
ほ

と
ん
ど
な
い
の
だ
。
よ
く
考
え
る
と
、
伝
統
文
化
を

コ
ピ
ー
し
た
り
、
他
人
の
生
活
や
意
見
か
ら
ア
イ
デ

ア
を
盗
用
し
た
り
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

文
化
財
は
こ
の
意
味
で
イ
メ
ー
ジ
の
宝
庫
で
あ
る
。

文
化
財
が
持
つ
こ
う
し
た
触
発
的
役
割
は
単
に
芸

術
の
創
作
活
動
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
な
く
、
生

活
を
豊
穣
化
す
る
た
め
に
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
。

と
り
わ
け
年
少
者
に
郷
土
の
芸
能
や
行
事
に
参
加
さ

せ
、
ま
た
す
ぐ
れ
た
文
化
財
に
接
す
る
機
会
を
考
え

る
こ
と
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
自
分
た
ち
が
歴
史
と
社
会
の
中
に
相
対

的
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
体
験
し
、
実
感

す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
相
対
感
こ
そ
、
い
ま
最
も
欠

除
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
す
べ
て
の
中
学
生
ま
た
は
高
校
生
に
在

学
中
、
必
ず
一
度
は
文
楽
の
名
作
を
見
せ
る
よ
う
に

す
る
。
世
話
物
で
も
何
で
も
い
い
。
事
前
に
内
容
を

よ
く
理
解
で
き
る
よ
う
に
解
説
を
し
て
や
る
。
た
と

え
二
度
と
見
な
く
て
も
か
ま
わ
な
い
、
自
分
は
か
つ

て
文
楽
を
見
た
と
い
う
こ
と
を
自
覚
さ
せ
る
。
人
生

の
あ
る
時
期
、
決
断
、
忍
耐
、
悔
恨
を
強
い
ら
れ
る

時
に
、
人
形
芝
居
の
一
場
面
が
眼
前
に
初
彿
と
現
わ

ま
ず
第
一
は
環
境
の
問
題
で
あ
る
。
文
化
財
の
保

存
に
と
っ
て
直
面
す
る
最
大
の
問
題
は
環
境
の
変
革

ー
開
発
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
近
年
、

都
市
部
に
し
ろ
、
農
山
漁
村
に
し
ろ
、
開
発
に
よ
る

文
化
的
、
自
然
的
環
境
の
破
壊
は
す
ざ
ま
じ
い
も
の

が
あ
る
。
古
く
か
ら
あ
る
建
造
物
や
遺
跡
が
開
発
と

い
う
名
目
で
破
壊
さ
れ
、
ビ
ル
や
宅
地
と
な
り
、
道

路
や
施
設
に
転
換
さ
れ
る
。
ま
た
農
地
の
周
辺
に
あ

る
旧
い
境
界
や
祭
礼
施
設
、
遺
跡
が
圃
場
整
備
と
称

す
る
事
業
に
よ
っ
て
姿
を
消
し
て
い
く
。
空
地
や
遊

閑
地
が
あ
る
と
放
っ
て
お
け
な
い
、
何
か
に
利
用
し

な
け
れ
ば
気
が
す
ま
な
い
、
世
の
中
に
遅
れ
る
。
こ

ん
な
風
潮
が
行
政
担
当
者
、
民
間
関
係
者
を
問
わ
ず

流
行
し
て
い
る
。
こ
れ
は
一
種
の
空
間
恐
怖
症
候
群

で
あ
る
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
・

最
後
に
、
第
三
の
問
題
と
し
て
交
流
が
あ
る
。
国

際
交
流
の
重
要
性
は
い
ま
、
流
行
の
よ
う
に
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
る
。
文
化
財
だ
け
に
か
ぎ
っ
て
み
て
も
、

展
覧
会
や
公
演
を
海
外
で
行
っ
た
り
、
外
国
の
文
化

財
を
国
内
で
展
示
し
た
り
す
る
こ
と
が
盛
ん
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
な
か
な
か
難
し
い
問
題
を
含
ん
で

い
る
。
前
号
で
、
伊
藤
所
長
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
そ
も
そ
も
何
が
そ
の
国
の
文
化
財
で
あ
る
か

を
定
め
る
の
は
、
各
国
固
有
の
権
利
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
あ
る
国
の
文
化
に
つ
い
て
他
国
が
と
や
か

く
言
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
今
で
は
自
明
な
原
則
も
、
数
十
年
前
は
き
わ

め
て
異
端
的
な
考
え
方
で
あ
っ
た
。
ユ
ネ
ス
コ
の
文

化
に
つ
い
て
明
確
な
概
念
規
定
を
与
え
、
か
つ
欧
米

的
な
文
化
価
値
観
と
決
定
的
に
異
な
る
理
論
的
根
拠

を
提
出
し
た
の
は
レ
ビ
・
ス
ト
ロ
ー
ス
だ
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
（
例
え
ば
「
人
種
と
歴
史
」
（
一
九
五

三
）
）
。
彼
は
文
化
が
そ
の
一
様
性
に
で
は
な
く
、
そ

の
違
い
に
こ
そ
価
値
の
あ
る
こ
と
を
的
確
に
洞
察
し

て
い
る
。
つ
い
で
に
言
え
ば
、
同
博
士
は
昨
春
九
州

を
旅
行
し
た
際
、
お
世
話
に
な
っ
た
各
県
・
市
町
村

の
文
化
財
保
護
関
係
者
に
心
か
ら
の
感
謝
の
意
を
伝

え
て
ほ
し
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

確
か
に
、
文
化
の
価
値
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
が

決
め
る
。
ま
た
、
そ
の
文
化
財
の
保
存
に
つ
い
て
も
、

◎ 

れ
て
来
れ
ば
、
そ
れ
で
い
い
で
は
な
い
か
。

◎ 
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◎ 

関
連
す
る
周
辺
の
問
題
に
つ
い
て
二
、
三
考
え
て
み

た
い
。

1 
l ―̀“‘ 

l1 文化

"U 
［畠

裔：、の

庁文， ら悶
iで

内贋

田

弘

！ 
保

！ 

第
二
は
教
育
の
問
題
で
あ
る
。
広
い
意
味
で
の
文

◎
 

前
代
の
建
造
物
や
遺
構
は
大
切
に
次
の
世
代
に
引

き
継
ぐ
。
こ
れ
が
伝
統
あ
る
社
会
の
任
務
で
あ
っ
た
。

現
世
代
の
た
め
な
ら
、
旧
い
由
緒
あ
る
建
物
で
も
次

次
に
壊
し
、
国
土
を
勝
手
に
改
造
し
て
も
い
い
と
言

う
の
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
時
代
に
ど
う
し
て
こ

の
よ
う
に
立
派
な
文
化
財
が
数
多
く
残
っ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
古
来
、
わ
が
国
人
は
そ
う
考
え
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
世
代
が
み
ん
な
消
え

去
っ
て
、
後
に
残
っ
た
の
が
昭
和
の
記
念
物
ば
か
り

だ
と
す
れ
ば
、
少
々
傲
慢
す
ぎ
は
し
な
い
か
。

今
西
錦
司
博
士
の
理
論
を
故
意
に
誤
っ
て
援
用
す

れ
ば
、
文
化
財
保
護
の
た
め
に
時
代
的
棲
み
分
け
論

が
必
要
で
あ
る
。
前
時
代
ま
で
の
構
築
物
は
で
き
る

だ
け
そ
の
ま
ま
に
し
、
新
し
い
時
代
は
新
し
い
地
に

自
ら
必
要
な
限
度
内
で
造
営
を
行
う
の
で
あ
る
。
未

来
の
た
め
に
土
地
空
間
を
残
し
て
置
く
。
同
じ
こ
と

が
自
然
環
境
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
従
来
か
ら
、
こ

の
土
地
に
存
在
し
て
い
た
動
物
や
植
物
、
さ
ら
に
は

風
景
奇
観
で
さ
え
、
わ
れ
わ
れ
に
多
大
の
被
害
を
及

ぽ
す
こ
と
の
な
い
限
り
、
積
極
的
に
共
存
さ
せ
る
べ

き
で
あ
る
。
こ
れ
が
人
工
・
自
然
棲
み
分
け
論
で
あ

る。
開
発
に
当
た
っ
て
、
こ
の
二
つ
の
棲
み
分
け
論
の

上
に
立
た
な
い
も
の
は
、
む
し
ろ
、
乱
発
と
言
っ
た

方
が
い
い
だ
ろ
う
。

最
終
的
な
責
任
を
負
う
の
は
、
そ
の
民
族
で
あ
る
。

し
か
し
、
文
化
財
が
破
壊
や
消
滅
の
危
機
に
あ
る
と

き
、
要
請
が
あ
れ
ば
、
そ
の
保
存
に
つ
い
て
協
力
す

る
こ
と
は
き
わ
め
て
意
義
あ
る
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、

文
化
財
は
一
国
、
一
民
族
の
も
の
で
あ
る
が
、
各
々

の
文
化
財
の
保
存
は
人
類
が
共
通
に
取
り
組
む
こ
と

が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
最
も
適
切
な

科
学
的
保
存
方
法
の
確
立
は
緊
急
な
課
題
で
あ
り
、

そ
の
応
用
は
国
境
を
越
え
て
有
効
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
、
文
化
財
保
存
技
術
は
、
今
後
の
国

際
協
力
の
中
で
、
も
っ
と
も
意
義
あ
る
も
の
で
あ
り
、

画
期
的
に
拡
大
す
べ
き
分
野
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
こ
と
は
、
セ
イ
タ
カ
ア
ワ
ダ
チ
ソ

ウ
の
咲
匂
う
奈
良
か
ら
帰
っ
て
旬
日
後
、
敦
燻
へ
の

旅
上
で
考
え
た
こ
と
で
あ
る
。

わ
が
故
地
、
敦
燻
莫
高
窟
に
は
、
五
百
に
近
い
洞

窟
の
壁
面
に
、
今
な
お
、
鮮
や
か
に
無
数
の
仏
の
御

姿
が
描
か
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
華
美
な
装
い
で
仏

前
に
供
奉
す
る
者
も
、
ま
た
豪
華
な
供
物
を
す
る
者

も
い
な
か
っ
た
。
ま
し
て
、
か
の
い
ま
い
ま
し
い
雑

草
も
こ
こ
ま
で
は
来
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
、

き

び

し

い

環

境

な

の

で

あ

る

。

・

た
だ
、
こ
の
貴
重
な
文
化
財
の
保
存
に
、
き
わ
め

て
困
難
な
状
況
の
も
と
で
献
身
的
な
努
力
を
続
け
て

い
る
中
国
の
研
究
者
た
ち
に
、
わ
れ
わ
れ
は
暖
か
く

迎
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
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特 集：文化財の保存と修理

文化財保存修理技術者数職種。年齢別一覧表（昭和61年現在）

① 建造物保存修理技術者

20代

46 I 13 I 33 

60代 I7o代 180代 計

2 I 147 
22 I 23 

具建

銹 ゜
王エ

左官エ

I 

計

~1110代
主任技術者| 2 i 37 

大 工 o I 9 I 22 I 23 I 1s I 14 I 5 I o I 91 

鳶 職II 1 I 3 I 4 (4  I 9 I l I 1 I O (23 

ロ／］口：ロ□:  。＿
o

3
-
0
 19 I so 

②
 

30代 40代 50代

美術工芸品修理技術者

区分｀lj 10代 20代 301-t」]]t|50代

仏師 oI 2 I 13 I 4 

装漬師 1 I 23 I 1s I 1s 

：装： ： ］ ］ ［］ 
研師， oI o I 2 I 1 

甲冑師 o I o I 1 I o 

染織師 o I o I o I 1 

考 古 oI 2 I 7 I 2 

計 1 I zs I 43 I 27 

1
-
1
-
1
-
0
1
0
1
0
1
0
-
1
-
4
 

8
 

資

材

の

確

保

が

必

要

で

あ

る

。

現

在

、

建

造

物

、

美

術

工

芸

品

等

の

保

存

修

理

に

従

事

し

て

い

る

人

々

は

、

極

め

て

限

ら

れ

て

お

り

、

各

職

種

別

。

年

齢

別

の

技

術

者

の

数

は

別

表

の

と

お

り

と

な

っ

て

い

る

。

文

化

財

の

保

存

に

不

可

欠

な

こ

れ

ら

修

理

等

の

技

術

者

を

確

保

し

て

い

く

た

め

、

昭

和

五

十

年

の

文

化

財

保

謹

法

の

改

正

に

際

し

て

、

文

化

財

の

保

存

の

た

め

に

欠

く

こ

と

の

で

き

な

い

伝

統

的

な

技

術

技

能

で

、

、̀
j

人位単

も
の現

を在
（単位：人） あ ‘ 

げ選

る定

60代 I70代 180代 I 計 1 と 、 鉄

存

ロニロ□i、:

＊
 

保

存

の

措

置

を

講

ず

る

必

要

の

あ

る

も

の

を

文

部

大

臣

か

選

定

保

存

技

術

と

し

て

選

定

し

、

後

進

者

の

養

成

や

記

録

の

作

成

そ

の

他

保

存

の

た

め

に

必

要

な

事

業

に

つ

い

て

助

成

を

行

っ

て

い

く

こ

と

と

な

っ

た

。

こ

う

し

た

文

化

財

保

存

m五玲本
的

＊
 

現

在

、

国

宝

，

重

要

文

化

財

に

指

定

さ

れ

て

い

る

有

形

文

化

財

は

、

建

造

物

一

r
九

九

三

件

、

美

術

工

芸

品

九

、

三

五

一

件

で

あ

る

が

、

こ

れ

ら

の

多

く

は

、

こ

れ

ま

で

に

何

回

か

の

修

理

を

経

て

r

今

日

に

伝

え

ら

れ

て

き

て

い

る

。

こ

の

よ

う

に

、

貴

重

な

文

化

財

を

良

好

に

保

存

し

、

後

世

に

伝

え

て

い

く

た

め

に

は

、

遥

切

な

修

理

が

不

可

欠

で

あ

る

。

建

造

物

の

場

合

、

お

お

む

ね

百

年

に

一

度

の

半

解

体

あ

る

い

は

全

解

体

修

理

や

、

稽

皮

葺

柿

葺

茅

葺

等

の

屋

根

は

、

三

十

1
四

十

年

で

そ

の

葺

替

が

必

要

で

あ

る

と

い

わ

れ

て

い

る

。

多

く

の

美

術

工

芸

品

に

つ

い

て

も

、

そ

れ

ぞ

れ

適

当

な

時

期

に

修

理

を

行

っ

て

い

く

こ

と

か

必

要

な

の

は

建

造

物

と

同

様

で

あ

る

。

檜皮葺 檜の立木から皮を剥ぎ（写真上）、

約75cmの長さに仕立てて、竹釘で打ち込め

ながら屋根を葺き上げる（写冥下）。

◎
 

「--―7
犀

化
雪

'
{
l
`
,
1
,
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，

，

！

＇

，

l
．I
,
I
'
,
.
,
1
,
1．1，

1・
i

,

J

～
 一一

珊
の
現
状
―

9
,
1
,
I
,
1
'
,、

.1,.i

'

.

,

¥

'

、

t

1
ー

：

，

1＼

ー

',l'ー

',1,.ー

立

場

に

立

っ

て

、

毎

年

緊

急

を

要

す

る

物

件

に

つ

い

て

、

補

助

事

業

と

し

て

修

理

を

進

め

て

い

る

が

、

昭

和

六

十

一

年

度

の

修

理

事

業

は

、

建

造

物

関

係

百

十

件

（

う

ち

四

十

八

件

は

前

年

度

か

ら

の

継

続

事

業

）

、

美

術

工

芸

品

関

係

五

十

二

件

（

う

ち

二

十

四

件

は

継

続

事

業

）

と

な

っ

て

い

る

。

件

数

か

ら

み

る

と

、

新

規

に

藩

手

し

た

も

の

五

十

％

強

と

多

い

が

、

事

業

費

か

ら

み

る

と

逆

に

七

十

％

近

く

が

継

続

事

業

て

あ

り

J

一

近

年

は

修

理

の

時

期

か

き

て

い

る

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

一

年

、

二

年

と

着

手

を

先

送

り

せ

ざ

る

を

得

な

い

も

＊
 

の

か

出

て

き

て

い

る

の

が

現

状

で

あ

り

、

こ

の

た

め

、

国

の

厳

し

い

緊

縮

予

算

の

中

で

六

十

二

年

度

は

こ

の

予

算

を

増

額

す

る

こ

と

に

努

力

し

て

き

た

わ

け

で

あ

＂ム）
さ

て

r

こ

れ

ら

文

化

財

の

修

理

は

、

必

要

に

応

じ

新

し

い

科

学

的

な

保

存

技

術

を

と

り

入

れ

て

行

っ

て

い

る

が

、

中

心

と

な

る

の

は

、

伝

統

的

な

技

術

で

あ

り

、

修

理

資

材

の

殆

ん

ど

も

、

伝

統

的

な

も

の

で

あ

る

。

し

た

が

っ

て

、

文

化

財

の

保

存

の

た

め

に

は

、

伝

統

的

な

技

術

を

有

す

る

技

術

者

や

、

伝

統

的

な

諸

理

、

建

造

物

木

工

、

建

造

物

彩

色

、

檜

皮

葺

、

柿

葺

、

茅

葺

が

あ

り

、

美

術

工

芸

品

関

係

で

は

、

木

造

彫

刻

修

理

、

漆

工

品

修

理

、

甲

冑

修

理

、

表

具

用

手

漉

和

紙

（

宇

陀

紙

、

美

栖

紙

）

製

作

、

保

存

用

桐

箱

製

作

、

そ

の

他

が

あ

る

。
な

お

、

無

形

文

化

財

関

係

で

は

、

伝

統

芸

能

に

用

い

ら

れ

る

楽

器

等

や

工

芸

品

製

作

に

必

要

な

用

具

、

材

料

の

製

造

等

が

選

定

さ

れ

て

お

り

、

こ

れ

ら

の

主

な

も

の

は

、

雅

楽

管

楽

器

製

作

修

理

、

能

面

製

作

修

理

，

能

楽

太

鼓

（

革

）

製

作

、

文

楽

人

形

製

作

修

理

、

太

鼓

、

三

味

線

製

作

修

理

、

邦

楽

器

糸

製

作

、

漆

刷

毛

製

作

、

手

漉

和

紙

用

具

製

作

、

阿

波

藍

・

琉

球

藍

製

造

な

ど

と

な

っ

て

い

る

。

一

こ

れ

ら

に

対

す

る

助

成

事

業

の

内

容

は

、

後

継

者

15

養

成

事

業

が

主

体

で

あ

る

が

、

規

矩

術

な

ど

に

つ

い

一

て

は

、

記

録

の

作

成

な

ど

が

行

わ

れ

て

お

り

ま

た

、

近

年

入

手

が

困

難

と

な

り

つ

つ

あ

る

茅

の

備

蓄

等

の

事

業

も

行

わ

れ

て

い

る

。

（

文

化

庁

文

化

財

保

護

部

伝

統

文

化

課

）
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定

価

年
間
購
読
料

「
文
化
庁
月
報
」
二
月
号

（
通
巻
第
二
ニ
―
号
）

昭
和

62
年
2
月
25
日
印
刷
＇
発
行

絹

築

文

化

庁

〒
IoO
東
京
那
千
代
田
区
霞
が
閲
3
丁
目

2
番
2
号

発
行
所
株
式
会
社
辛
き
ょ
う
け
い

本
社
〒
附
東
京
那
中
央
区
銀
座
7
丁
目
4
番
訟
号

咲
羹
所
〒

162
東
京
部
祈
宿
区
西
五
軒
町
5
2
番
地

虚
話
(

O

-

―
-
)
二
六
八
ー
ニ
一
四
一
（
代
表
）

低
替
口
座
東
京
九
—
―
六
一
番

印
刷
所
仰
行
政
学
会
印
刷
所

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

,

 

一
八

0
円
（
送
料
四
五
円
）

二
、
一
六

0
円
（
送
料
共
） s

 

圏

圏

圏

国

〇
陥
さ
し
に
も
春
の
暖
か
さ
を
感
ず
る
頃
と

な
り
ま
し
た
。

O

)

今
月
は
、
文
化
財
の
保
存
と
修
理
を
テ
ー
＇

マ
に
お
送
り
し
ま
し
た
。
文
化
庁
も
選
定
保

存
技
術
と
い
う
助
成
制
度
を
設
け
る
な
ど
、

修
理
技
術
の
伝
承
等
に
努
め
て
い
ま
す
が
、

今
後
も
努
力
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

0
第
一
回
国
民
文
化
祭
が
、
皆
さ
ま
の
ご
協

カ
の
お
か
げ
を
も
ち
ま
し
て
、
昨
年
無
事
終

了
し
ま
し
た
。
そ
の
成
果
等
は
報
告
に
あ
る

と
お
り
で
す
が
、
第
二
回
の
主
催
事
業
は
、

十
月
に
熊
本
県
て
開
催
す
る
予
定
で
す
。
第
』
[

一
回
は

P
R
に
関
す
る
こ
と
が
反
省
点
と
し

て
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
か
、
次
回
は
、
国
民
の

皆
さ
ま
全
貝
に
知
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
頑

張
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
層
の
ご
支
援
r

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
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