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東
洋
文
化
講
座
・
シ
リ
ー
ズ
「
語
り
継
が
れ
る
東
ア
ジ
ア
の
文
化
財
」
講
演
録

第
一
〇
八
回　

東
洋
文
化
講
座
（
二
〇
二
二
年
一
〇
月
二
六
日
）

東
京
国
立
博
物
館
一
五
〇
周
年
記
念
特
別
展「
東
京
国
立
博
物
館
の
す
べ
て
」の
楽
し
み
方

皿　

井　
　
　

舞

皆
さ
ん
、
こ
ん
ば
ん
は
。
御
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
哲
学
科
の

皿
井
と
申
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。「
国

宝　

東
京
国
立
博
物
館
の
す
べ
て
」
と
い
う
、
東
京
国
立
博
物
館
が

持
っ
て
い
る
八
九
件
の
国
宝
全
て
を
見
せ
る
と
い
う
史
上
初
の
展
覧

会
が
開
催
中
で
す
。
創
立
一
五
〇
年
記
念
と
い
う
節
目
の
年
な
ら
で

は
の
メ
モ
リ
ア
ル
イ
ヤ
ー
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
展
覧
会
が
、
今
、
上

野
の
山
の
東
京
国
立
博
物
館
で
開
催
中
で
す
の
で
、
そ
の
展
覧
会
の

概
要
を
含
め
て
皆
様
に
そ
の
魅
力
を
お
伝
え
で
き
れ
ば
な
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
皆
さ
ん
、
も
う
既
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
と
い
う
方
は

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。
よ
く
予
約
が
取
れ
ま
し
た
ね
。
開
幕
が
先

週
の
一
八
日
で
す
の
で
、
ま
だ
一
〇
日
も
た
っ
て
い
ま
せ
ん
。
前
期

の
予
約
枠
が
全
部
完
売
し
て
い
る
と
い
う
、
ち
ょ
っ
と
す
さ
ま
じ
い

状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
御
覧
に
な
る
方
に
向
け
て
の
指

南
、
ア
ド
バ
イ
ス
も
含
め
て
お
伝
え
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す

の
で
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

今
日
は
、
ス
ラ
イ
ド
で
御
覧
い
た
だ
い
て
い
る
こ
の
六
点
に
つ
い

て
、
お
話
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
ず
、
一
つ
目
が
「
展

覧
会
の
概
要
と
観
覧
の
ポ
イ
ン
ト
」、
そ
れ
か
ら
、
今
展
で
は
国
宝

推
し
に
な
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、「
国
宝
と
は
何
か
」
と
い
う
と

こ
ろ
か
ら
お
話
し
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
そ
の
上
で
「
東
京
国
立

博
物
館
が
持
っ
て
い
る
国
宝
の
特
徴
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
も
の

か
」
と
い
う
お
話
を
し
て
、
そ
れ
か
ら
、
東
京
国
立
博
物
館
の
歴
史

は
、
日
本
の
美
術
行
政
の
柱
と
言
っ
て
も
良
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
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そ
う
し
た
歴
史
を
紐
解
い
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
上
で
名

品
紹
介
と
関
連
展
示
の
紹
介
を
し
て
、
展
覧
会
・
特
別
展
を
含
め
て

今
の
東
博
を
丸
ご
と
楽
し
ん
で
い
た
だ
く
と
い
う
、
こ
う
し
た
ラ
イ

ン
ナ
ッ
プ
で
お
話
し
し
ま
す
。

ま
ず
、展
覧
会
の
概
要
と
観
覧
の
ポ
イ
ン
ト
。「
国
宝
」
は
パ
ワ
ー

ワ
ー
ド
で
、
誰
し
も
ご
覧
に
な
り
た
い
と
思
い
ま
す
が
、「
国
宝
を

全
部
見
せ
ま
す
」
と
い
っ
て
も
一
度
に
八
九
件
全
て
が
見
ら
れ
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
絵
画
、
書
跡
、
様
々
な
分
野
の
国
宝
が
あ
り

ま
す
け
れ
ど
も
、
後
ほ
ど
お
話
を
し
ま
す
が
、「
文
化
財
保
護
法
」

に
よ
っ
て
一
年
間
の
展
示
期
間
は
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
な
の
で
、
特

に
絵
画
や
書
跡
と
い
っ
た
、
長
い
期
間
に
光
に
晒
さ
れ
た
り
す
る
と

ど
う
し
て
も
傷
ん
で
し
ま
う
よ
う
な
作
品
に
関
し
て
は
、
一
年
あ
た

り
数
週
間
の
展
示
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
日
本
の
美
術

作
品
の
展
覧
会
は
長
く
展
示
期
間
が
取
ら
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
が
前

期
、
後
期
に
分
か
れ
て
い
た
り
、
さ
ら
に
そ
の
期
間
が
二
つ
に
分
か

れ
て
い
た
り
す
る
の
は
、
作
品
を
保
護
し
な
が
ら
皆
様
に
鑑
賞
し
て

い
た
だ
く
と
い
う
、相
反
す
る
活
動
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
た
め
で
す
。

今
展
の
会
期
は
八
週
間
で
す
が
、
全
部
で
四
期
に
分
け
ら
れ
た
展
覧

会
に
な
っ
て
い
ま
す
。

今
回
の
「
国
宝
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
。
改
め
て
こ
れ
が
人
の
心

を
ぐ
っ
と
つ
か
む
の
だ
な
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
と
い
う

の
も
、
私
は
去
年
度
ま
で
は
東
京
国
立
博
物
館
で
平
常
展
調
整
室
長

と
い
う
平
常
展
、
常
設
展
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
す
る
役
割
を
し
て
い
ま

し
た
。
常
設
展
で
こ
の
八
九
件
を
全
て
一
度
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い

の
で
す
け
れ
ど
も
、
一
年
間
を
通
し
て
東
博
の
本
館
や
敷
地
内
の
ど
こ

か
の
展
示
室
で
は
、
何
ら
か
の
形
で
国
宝
を
御
覧
い
た
だ
く
こ
と
が
で

き
る
の
で
す
。
常
設
展
で
は
御
寄
託
作
品
以
外
は
写
真
が
取
り
放
題

だ
っ
た
り
し
ま
す
。
今
回
、
特
別
展
で
は
写
真
を
撮
っ
て
は
い
け
な
い

で
す
が
、
そ
れ
で
も
な
お
国
宝
に
触
れ
て
み
た
い
と
い
う
欲
求
が
非
常

に
強
い
の
だ
な
と
改
め
て
感
じ
た
わ
け
で
す
。

こ
の
展
覧
会
は
二
部
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。
第
一
部
は
東
京
国

立
博
物
館
の
国
宝
を
全
部
見
せ
ま
す
、
と
い
う
コ
ー
ナ
ー
に
な
っ
て

お
り
ま
す
。
第
二
部
が
東
京
国
立
博
物
館
の
一
五
〇
年
。
一
八
七
二

年
を
創
立
と
し
て
か
ら
今
に
至
る
ま
で
の
歴
史
を
三
章
に
分
け
て
御

覧
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

会
場
は
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
て
お
り
ま
し
て
、
赤
い
ゾ
ー
ン
が

第
一
部
。
そ
れ
か
ら
、
緑
の
ゾ
ー
ン
が
第
二
部
で
す
。
赤
い
ゾ
ー
ン

の
第
一
部
に
国
宝
が
分
野
ご
と
に
並
ん
で
い
る
の
で
、
構
成
自
体
は

非
常
に
分
か
り
や
す
い
。
絵
画
、
書
跡
、
東
洋
書
跡
、
東
洋
絵
画
、

法
隆
寺
献
納
宝
物
、
刀
剣
、
考
古
、
漆
工
、
こ
れ
ら
が
赤
い
ゾ
ー
ン

に
ず
ら
り
と
並
ん
で
い
ま
す
。
あ
る
分
野
に
は
国
宝
が
な
い
と
い
う

こ
と
に
、
も
し
か
し
た
ら
気
づ
か
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
考
え
な
が
ら
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

第
二
部
は
東
博
一
五
〇
年
の
歴
史
を
た
ど
る
と
い
う
こ
と
で
、
先

ほ
ど
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
第
一
章
か
ら
第
三
章
ま
で
順
番
に
、

博
物
館
の
誕
生
か
ら
、
帝
室
博
物
館
と
し
て
皇
室
と
非
常
に
近
し
い
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関
係
に
な
っ
た
時
代
の
博
物
館
。
戦
後
、
国
民
の
博
物
館
と
し
て
発

展
し
て
き
た
そ
の
歴
史
と
順
番
に
御
覧
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。
日
本
の
美
術
館
・
博
物
館
行
政
の
一
番
コ
ア
な
部
分
を
順
番
に

た
ど
っ
て
い
っ
た
ら
、
そ
の
ま
ま
日
本
の
博
物
館
の
歴
史
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
、
非
常
に
コ
ン
パ
ク
ト
か
つ
知
的
好
奇
心
が
満

た
さ
れ
る
と
い
う
内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
。

学
習
院
大
学
の
関
係
者
の
皆
様
に
、
あ
る
作
品
を
探
し
て
い
た
だ

き
た
い
の
が
、
こ
の
第
二
部
で
す
。
学
習
院
大
学
に
非
常
に
ゆ
か
り

の
深
い
、
関
わ
り
の
あ
る
作
品
が
展
示
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
会

場
で
探
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

で
は
、
こ
の
パ
ワ
ー
ワ
ー
ド
「
国
宝
」
で
す
け
れ
ど
も
、
国
宝
と

は
何
か
と
い
う
お
話
に
入
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
も
そ
も

国
宝
と
は
な
に
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
厳
密
に
文
化
財
保
護
法

で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
文
化
財
保
護
法
は
昭
和
二
五
年
に
施
行
さ

れ
、
現
在
も
通
用
し
て
い
る
法
律
と
し
て
、
私
た
ち
は
こ
れ
に
則
っ

て
い
ろ
い
ろ
な
展
示
に
関
わ
る
仕
事
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
の
法
律
に
は
、
文
化
財
の
種
類
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
し
て
、
有

形
文
化
財
、
無
形
文
化
財
、
民
俗
文
化
財
、
記
念
物
、
文
化
的
景
観
、

そ
れ
か
ら
、
伝
統
的
建
造
物
群
。
こ
れ
ら
を
総
称
し
て
文
化
財
と
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
特
に
有
形
文
化
財
の
中
か
ら
建
造
物
を
除
い
た

も
の
を
「
美
術
工
芸
品
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
文
化
財
の

う
ち
重
要
な
も
の
を
国
が
指
定
し
て
、
選
定
、
あ
る
い
は
登
録
を
し

て
、
重
点
的
に
保
護
す
る
も
の
が
重
要
文
化
財
で
す
。

有
形
文
化
財
の
う
ち
重
要
な
も
の
を
重
要
文
化
財
、
さ
ら
に
特
に

価
値
の
高
い
も
の
を
国
宝
に
指
定
し
て
保
護
を
す
る
と
決
め
て
い
ま

す
。
い
き
な
り
国
宝
に
指
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
基
本
的
に
あ
り
ま
せ

ん
。
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
か
ら
、
さ
ら
に
そ
の
中
か
ら
特
に

重
要
な
も
の
が
国
宝
に
さ
れ
る
と
い
う
ス
テ
ッ
プ
を
踏
む
わ
け
な
の

で
す
。

重
要
文
化
財
の
選
定
、
指
定
と
い
う
の
は
あ
る
手
続
が
あ
り
ま
し

て
、文
部
科
学
大
臣
が
諮
問
す
る
の
は
文
化
審
議
会
で
す
け
れ
ど
も
、

そ
の
下
部
に
専
門
委
員
会
が
あ
り
、
こ
こ
で
重
要
文
化
財
に
ふ
さ
わ

し
い
作
品
を
選
定
し
、
答
申
と
い
う
形
で
文
部
科
学
大
臣
に
上
申
し

ま
す
。
こ
う
し
た
手
続
、
厳
格
な
審
査
を
経
て
、
指
定
が
行
わ
れ
て

い
る
と
い
う
の
を
知
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

で
は
、
現
在
ど
れ
ほ
ど
の
数
の
国
宝
と
重
要
文
化
財
が
あ
る
の
か

と
い
う
こ
と
で
す
が
、
お
手
元
の
資
料
を
御
覧
く
だ
さ
い
。
現
在

（
二
〇
二
二
年
一
〇
月
現
在
）、
国
宝
は
一
、一
一
三
件
あ
り
ま
す
。

重
要
文
化
財
は
一
万
三
、三
六
八
件
で
す
。
重
要
文
化
財
の
一
割
ぐ

ら
い
が
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
っ
と
も
多
い
の
が
工
芸
品

の
刀
剣
で
す
ね
。
書
跡
・
典
籍
も
件
数
と
し
て
は
非
常
に
多
い
。

で
は
、東
博
の
国
宝
は
全
体
の
ど
れ
ぐ
ら
い
の
割
合
で
し
ょ
う
か
。

東
京
国
立
博
物
館
の
所
蔵
品
は
約
一
二
万
件
あ
り
ま
す
。こ
の
中
で
、

ふ
だ
ん
常
設
展
で
御
覧
い
た
だ
け
る
の
は
、
約
三
割
で
す
。
三
割
の

作
品
で
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を
組
み
な
が
ら
、
毎
年
毎
年
展
示
を
し
て

い
く
の
で
す
。
そ
の
ほ
か
は
修
理
を
し
な
く
て
は
ち
ょ
っ
と
展
示
が
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で
き
な
い
、
あ
る
い
は
展
示
を
す
る
の
に
は
ち
ょ
っ
と
は
ば
か
れ
る

作
品
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

一
二
万
件
あ
る
う
ち
国
宝
は
八
九
件
で
、
重
要
文
化
財
は
六
四
八

件
あ
り
ま
す
。
こ
の
一
二
万
件
と
い
う
所
蔵
件
数
は
年
々
増
え
て

い
っ
て
い
ま
す
。
新
し
く
作
品
を
購
入
し
た
り
、
あ
る
い
は
寄
贈
を

受
け
る
こ
と
が
あ
っ
た
り
し
て
、
年
々
増
え
て
い
ま
す
。
私
が
東
博

に
来
た
と
き
は
ま
だ
一
一
万
台
だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、

今
現
在
一
二
万
件
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

全
体
を
ざ
っ
く
り
把
握
し
た
と
こ
ろ
で
、
今
度
は
国
の
ジ
ャ
ン
ル

区
分
に
沿
わ
せ
た
形
で
東
博
の
指
定
文
化
を
比
較
し
て
み
よ
う
と
思

い
ま
す
。
国
の
令
和
四
年
一
〇
月
現
在
の
国
宝
全
件
数
、
絵
画
は

一
六
六
件
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
東
博
の
絵
画
の
国
宝
件
数

は
二
六
件
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
日
本
の
絵
画
だ
け
で
は
な
く
て
、
東

洋
絵
画
や
、
あ
る
い
は
、
法
隆
寺
献
納
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
絵
画

も
含
め
て
の
数
で
す
。

彫
刻
に
つ
い
て
。
東
博
は
現
在
、
彫
刻
分
野
の
国
宝
を
持
っ
て
い

ま
せ
ん
。
国
宝
の
彫
刻
は
全
国
で
一
四
〇
件
の
件
数
で
、
絵
画
に
次

ぐ
件
数
が
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
彫

刻
は
、
お
寺
の
御
本
尊
が
多
い
で
す
。

お
寺
の
御
本
尊
は
、
廃
仏
毀
釈
で
仏
像
が
廃
棄
さ
れ
た
り
、
な
く

な
っ
た
り
し
て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
き
ち
ん
と
守
り
伝
え

て
き
た
お
寺
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
わ
け
で
す
。
ご
本
尊
を
や
す
や

す
と
寺
外
に
出
し
て
し
ま
う
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。
な
の
で
、
今
、
東
京
、
京
都
、
奈
良
、
九
州
の
四
国
立
博

物
館
あ
わ
せ
て
も
、
彫
刻
の
国
宝
は
た
っ
た
一
件
し
か
収
蔵
し
て
い

ま
せ
ん
。
お
寺
や
神
社
で
大
切
に
守
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
も
の
が
多

い
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
数
字
か
ら
も
非
常
に
よ
く
分
か
る
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
書
跡
・
典
籍
は
二
二
九
件
の
う
ち
二
六
件
。
東
博
の

国
宝
件
数
で
絵
画
と
書
跡
・
典
籍
と
は
同
数
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
工
芸
品
。
東
博
は
工
芸
を
細
分
化
し
て
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
担
当
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
金
工
が
五
件
、
漆
工
が
四
件
。
そ

れ
か
ら
、
陶
磁
と
染
色
に
関
し
て
は
０
件
で
、
こ
れ
も
彫
刻
と
同
じ

よ
う
に
国
宝
が
な
い
分
野
で
す
。
ジ
ャ
ン
ル
の
特
性
に
よ
る
も
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
、
刀
剣
が
意
外
に
多
く
一
九
件
。
そ
れ

か
ら
木
工
が
四
件
、
考
古
が
五
件
で
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
を
合
計

す
る
と
八
九
件
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
ジ
ャ
ン
ル
を
順
に

見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

国
宝
一
号
「
普
賢
菩
薩
像
」
は
、
東
博
の
誇
る
絵
画
、
名
品
の
一

つ
で
す
け
れ
ど
も
、
最
近
修
理
が
な
さ
れ
て
い
て
一
一
月
二
九
日
か

ら
一
二
月
一
一
日
ま
で
の
短
か
い
期
間
で
す
が
、
展
示
さ
れ
ま
す
。

国
宝
一
六
六
件
の
う
ち
、
国
宝
絵
画
全
体
の
一
五
・
六
％
の
二
六
件

を
東
京
国
立
博
物
館
が
所
蔵
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
国
宝
絵
画
を

最
も
多
く
所
蔵
す
る
公
的
機
関
で
す
。
実
は
、
戦
前
は
国
宝
に
指
定

さ
れ
て
い
る
絵
画
は
ま
だ
国
宝
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
特
別

展
の
図
録
に
所
収
さ
れ
て
い
る
絵
画
・
彫
刻
室
長
土
屋
貴
裕
さ
ん
の
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コ
ラ
ム
で
は
、
国
宝
の
指
定
も
歴
史
的
な
経
緯
が
あ
る
と
い
う
お
話

を
さ
れ
て
ま
す
。
戦
前
は
帝
室
博
物
館
で
す
の
で
皇
室
と
の
つ
な

が
り
が
非
常
に
強
か
っ
た
。
皇
室
の
御
物
を
国
が
指
定
す
る
の
は

ち
ょ
っ
と
お
こ
が
ま
し
い
。
な
の
で
、
国
宝
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
作

品
を
た
く
さ
ん
持
っ
て
い
っ
た
と
し
て
も
、
国
宝
に
は
指
定
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
の
で
す
。

新
制
の
国
立
博
物
館
に
な
っ
た
時
点
で
、
戦
前
の
皇
室
に
関
わ
る

御
物
と
し
て
の
お
宝
か
ら
、
国
の
宝
と
し
て
認
定
さ
れ
ま
し
た
。
東

博
に
は
戦
前
か
ら
様
々
な
名
品
が
集
結
し
て
い
っ
た
の
で
す
が
、
特

に
平
安
仏
画
の
名
品
が
所
蔵
品
と
し
て
こ
れ
だ
け
集
ま
っ
て
い
る
と

こ
ろ
は
そ
れ
ほ
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
仏
画
は
ど
う
し
て
も
手
厚
く
保
護

を
し
な
く
て
は
い
け
な
い
脆
弱
な
も
の
で
、
暗
い
と
こ
ろ
に
展
示
さ

れ
て
い
て
、
目
を
凝
ら
し
て
も
よ
く
見
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
多
い

の
で
す
け
れ
ど
も
、
実
は
、
よ
く
よ
く
見
て
い
た
だ
く
と
、
非
常
に

美
し
い
彩
色
、
芳
醇
な
彩
色
が
平
安
仏
画
の
最
も
大
き
な
特
徴
の
一

つ
と
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。
経
年
変
化
で
表
面
が
す
す
で
覆
わ
れ

て
い
た
り
な
ど
し
て
い
て
暗
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
け
れ

ど
も
、
も
と
も
と
は
非
常
に
き
れ
い
な
も
の
で
す
。

そ
れ
か
ら
、東
洋
絵
画
。
ふ
だ
ん
は
東
洋
館
と
い
う
、敷
地
に
入
っ

て
右
手
に
あ
る
建
物
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
御
覧
い
た
だ
い
て

い
る
「
紅
白
芙
蓉
図
」
に
関
し
て
は
、今
ま
さ
に
展
示
期
間
中
で
す
。

本
当
に
馥
郁
と
し
た
柔
ら
か
な
花
び
ら
の
優
し
い
感
じ
が
余
す
と
こ

ろ
な
く
表
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、
名
品
中
の
名
品
の
一
つ
で
、
南
宋

時
代
に
描
か
れ
た
も
の
で
す
。

東
博
の
東
洋
絵
画
に
関
し
て
は
、
室
町
時
代
以
前
に
中
国
か
ら

渡
っ
て
き
た
古
渡
の
も
の
、
江
戸
時
代
頃
に
中
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ

た
中
渡
の
も
の
、
近
代
以
降
に
も
た
ら
さ
れ
た
新
渡
と
呼
ば
れ
る
も

の
、
そ
の
全
て
を
所
蔵
し
て
い
ま
す
。
な
の
で
、
東
博
の
東
洋
絵
画

の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
古
渡
か
ら
新
渡
ま
で
全
部
そ
ろ
っ
て
お
り
、

日
本
の
中
国
絵
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
縮
図
で
す
。「
東
洋
書
画
精
華
」

と
い
う
毎
年
秋
に
や
っ
て
い
る
特
集
展
示
を
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
、

中
国
絵
画
の
流
れ
を
御
理
解
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
非
常
に

得
難
い
企
画
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ま
た
御
覧
い
た
だ
け
れ
ば
と

思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
書
跡
。
書
跡
の
鑑
賞
の
仕
方
は
す
ご
く
難
し
く
、
書

い
て
あ
る
内
容
が
分
か
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
字
姿
の
美
し

さ
を
ま
ず
は
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
た
ら
幸
い
で
す
。
小
野
道
風
は
三

跡
の
一
人
で
す
け
れ
ど
も
、そ
の
道
風
の
も
の
が
二
点
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
ち
ら
は
円
珍
が
亡
く
な
っ
た
後
、
智
証
大
師
と
い
う
諡
号
を
も
ら

う
と
き
の
勅
書
で
す
。

書
は
な
か
な
か
分
か
り
に
く
く
、
学
生
さ
ん
か
ら
も
何
を
見
れ
ば

い
い
の
で
す
か
と
聞
か
れ
る
こ
と
は
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
今
回

の
特
別
展
で
は
様
々
な
時
代
の
様
々
な
種
類
の
文
書
が
並
ん
で
い
る

の
で
、
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
は
、
よ
り
良
く
勉

強
で
き
る
機
会
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
の
で
、

楽
し
み
を
見
出
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
書
道
を
や
っ
て
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い
る
方
々
に
と
っ
て
は
本
当
に
垂
涎
の
書
が
た
く
さ
ん
並
ん
で
い
る

と
思
い
ま
す
の
で
、
お
楽
し
み
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、「
法
隆
寺
献
納
宝
物
」
と
い
う
宝
物
の
一
群
が
あ
り

ま
す
。
法
隆
寺
は
、
皆
さ
ん
御
承
知
の
と
お
り
、
聖
徳
太
子
ゆ
か
り

の
奈
良
の
お
寺
で
す
。
斑
鳩
宮
の
跡
地
に
建
て
ら
れ
た
、
本
格
的
な

飛
鳥
時
代
の
伽
藍
で
す
け
れ
ど
も
、
法
隆
寺
も
明
治
時
代
に
な
っ
た

後
、
神
仏
分
離
令
の
あ
お
り
を
受
け
て
経
済
的
に
非
常
に
困
窮
し

ま
す
。
お
金
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
宝
物
の
一
部
を
皇
室
に
献
上

し
、
そ
の
代
わ
り
に
奉
加
金
を
頂
い
て
、
修
理
な
ど
に
お
金
を
充
て

る
と
い
う
こ
と
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
き
が
あ
り
ま
し
た
。
法
隆
寺

が
建
て
ら
れ
た
飛
鳥
時
代
の
宝
物
が
、
明
治
時
代
に
ご
っ
そ
り
皇
室

に
献
納
さ
れ
、
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
国
有
化
さ
れ
ま
す
。
そ
う
し
た

数
奇
な
運
命
を
た
ど
っ
て
い
る
の
が
こ
の
法
隆
寺
献
納
宝
物
と
い
う

三
〇
〇
件
余
り
あ
る
宝
物
群
で
す
。

宝
物
と
い
う
と
、
皆
さ
ん
は
正
倉
院
宝
物
を
す
ぐ
に
思
い
浮
か
べ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
正
倉
院
の
ご
宝
物
は
奈
良
博
の
正
倉
院
展
で

展
示
さ
れ
ま
す
。
定
期
的
に
虫
干
し
も
兼
ね
て
い
ま
す
。
そ
の
正
倉

院
宝
物
は
基
本
的
に
は
八
世
紀
、
奈
良
時
代
の
も
の
。
法
隆
寺
の
献

納
宝
物
と
い
う
の
は
、
そ
れ
よ
り
一
〇
〇
年
前
の
七
世
紀
の
も
の
で

す
。
七
世
紀
の
も
の
が
三
〇
〇
件
ぐ
ら
い
ま
と
ま
っ
て
残
っ
て
い
る

機
関
は
、
ほ
か
に
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
も
、
そ
の
法
隆
寺
献
納
宝
物
は
、
東
博
の
中
の
敷
地
に
あ
る

「
法
隆
寺
宝
物
館
」
で
常
時
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
法
隆
寺
宝
物
館

は
敷
地
内
左
手
の
奥
の
ほ
う
に
あ
っ
て
、
そ
の
存
在
を
知
っ
て
い
る

人
は
少
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
い
つ
で
も
拝
観
で
き
る
と
い
う
こ
と

は
な
か
な
か
得
難
い
こ
と
な
の
で
す
。
ぜ
ひ
見
に
い
っ
て
み
て
く
だ

さ
い
。
そ
の
法
隆
寺
献
納
宝
物
の
一
部
が
、
今
、
特
別
展
で
公
開
さ

れ
て
い
ま
す
。

宝
物
と
い
う
の
は
時
と
し
て
移
動
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ

ぞ
れ
が
負
っ
て
い
る
歴
史
の
中
で
価
値
が
変
わ
っ
て
い
く
、
見
方
が

変
わ
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
国
宝
や
重
要
文
化
財

と
い
う
の
も
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ぞ
れ
が
指
定
さ
れ
る
歴
史
的
な
背
景
と

い
う
の
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
価
値
と
い
う
も
の
は
固
定
さ
れ
て

動
か
な
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

考
古
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
も
や
は
り
東
博
の
博
物
館
に
収
蔵
さ
れ
る

作
品
で
あ
る
以
上
、
網
羅
性
や
通
覧
性
や
歴
史
性
な
ど
を
意
識
し
て

収
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
形
成
史
は
、
そ

の
ま
ま
博
物
館
の
価
値
に
直
結
し
て
い
ま
す
。

今
回
の
特
別
展
で
注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
、
何
と
言
っ
て
も
刀
剣

で
す
。
国
宝
の
刀
剣
は
一
二
二
件
あ
り
、
東
博
の
国
宝
に
指
定
さ
れ

て
い
る
刀
剣
は
、
刀
装
具
も
含
め
て
一
九
件
あ
り
ま
す
。
国
宝
全
体

の
一
五
・
二
％
。
先
ほ
ど
国
宝
絵
画
が
国
宝
全
体
の
一
五
・
六
％
だ
っ

た
の
で
、
刀
は
絵
画
に
次
い
で
収
蔵
さ
れ
て
い
る
割
合
が
大
き
い
も

の
の
一
つ
で
す
。
一
つ
の
博
物
館
の
所
蔵
件
数
と
し
て
は
日
本
最
多

で
す
。
刀
フ
ァ
ン
の
方
は
必
見
で
す
。

三
条
宗
近
の
「
三
日
月
宗
近
」
と
通
称
さ
れ
る
刀
剣
は
、
常
設
展
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で
も
よ
く
展
示
さ
れ
ま
す
が
、
今
回
は
八
週
間
通
期
で
ず
っ
と
御
覧

い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
国
宝
の
刀
を
全
部
見
せ
ま
す
と
い
う

の
が
か
な
っ
た
の
は
い
ろ
い
ろ
な
ハ
ー
ド
ル
を
何
と
か
乗
り
越
え
て

実
現
に
漕
ぎ
つ
け
た
担
当
者
の
方
の
労
力
に
よ
り
ま
す
。

御
覧
い
た
だ
き
た
い
の
は
、C

olB
ase

（
国
立
博
物
館
所
蔵
品
統

合
検
索
シ
ス
テ
ム
）
の
高
精
細
な
画
像
を
も
っ
て
し
て
も
な
か
な
か

刀
剣
の
美
し
い
波
紋
で
す
。
こ
の
「
三
日
月
宗
近
」
の
三
日
月
と

い
う
名
称
の
由
来
と
い
う
の
も
、
そ
の
波
紋
な
の
で
す
。
三
日
月
の

よ
う
な
半
月
状
の
波
紋
が
見
え
る
よ
う
に
照
明
も
調
整
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
刀
の
姿
、
形
と
い
う
の
は
も
ち
ろ
ん
時
代
に
よ
っ

て
違
い
、
こ
の
「
三
日
月
宗
近
」
は
平
安
時
代
の
ち
ょ
う
ど
王
朝
文

化
の
最
盛
期
に
作
ら
れ
た
も
の
で
す
の
で
、
非
常
に
優
雅
な
曲
線
美

が
特
徴
的
な
刀
の
一
つ
で
す
け
れ
ど
も
、
鎌
倉
時
代
に
な
る
と
そ
れ

が
全
く
違
う
姿
に
な
り
ま
す
。
で
す
の
で
、
先
ほ
ど
の
書
跡
と
同
じ

様
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
刀
の
特
徴
を
一
度
に
比
較
し
な
が
ら
見

ら
れ
る
と
い
う
非
常
に
勉
強
に
な
る
機
会
で
も
あ
り
ま
す
。
た
だ
、

混
雑
し
て
い
る
の
で
、
人
の
頭
し
か
見
え
な
い
と
い
う
状
況
に
は

な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
の
で
、
そ
の
辺
り
は
少
し
工
夫
を
し

な
が
ら
御
覧
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

次
に
第
二
部
、
東
京
国
立
博
物
館
の
過
去
に
入
っ
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
創
立
は
一
八
七
二
年
、
明
治
五
年
で
す
。
湯
島
の
聖
堂

で
博
覧
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
を
東
博
の
創
立
と
見
な
し
て

い
ま
す
。
そ
の
と
き
に
出
品
さ
れ
て
い
た
作
品
が
、
今
、
御
覧
い
た

だ
い
て
い
る
こ
の
錦
絵
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
で
、
何
や
ら
中
央
に

お
魚
み
た
い
な
も
の
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
も
の
で
す
と

か
、
あ
る
い
は
、
右
手
の
ほ
う
に
は
鳥
の
剥
製
み
た
い
な
も
の
や
魚

が
並
ん
で
い
た
り
し
て
、
お
よ
そ
今
の
博
物
館
・
美
術
館
で
御
覧
い

た
だ
く
よ
う
な
、
そ
う
し
た
作
品
と
い
う
も
の
だ
け
で
は
な
い
。
非

常
に
珍
品
が
集
結
し
て
い
る
と
い
う
、こ
れ
が
最
初
の
博
覧
会
で
す
。

こ
れ
で
す
。
真
ん
中
に
並
ん
で
い
た
の
は
ま
さ
し
く
名
古
屋
城
の

金
の
し
ゃ
ち
ほ
こ
で
す
。
ち
ょ
う
ど
明
治
五
年
は
壬
申
検
査
が
行
わ

れ
た
年
で
し
た
。
壬
申
検
査
は
日
本
で
初
め
て
の
文
化
財
の
調
査
だ

と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
明
治
初
年
に
神
仏
分
離
、
そ
の
後
、

廃
仏
毀
釈
が
あ
り
ま
し
た
が
、
片
一
方
で
歴
史
的
に
価
値
の
あ
る
重

要
な
も
の
を
破
壊
し
た
り
、
あ
る
い
は
海
外
に
流
出
し
て
し
ま
う
よ

う
な
危
機
的
な
状
況
に
陥
れ
る
こ
と
は
よ
く
な
い
と
い
う
認
識
に
立

ち
、
全
国
に
ど
う
い
っ
た
古
物
が
あ
る
か
を
調
べ
る
壬
申
検
査
と
い

う
の
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
次
の
年
、
明
治
六
年
に
ウ
ィ
ー
ン
で

万
博
が
開
か
れ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
ウ
ィ
ー
ン
万
博
に
出
品

さ
れ
る
作
品
の
選
定
と
い
う
の
も
併
せ
て
行
っ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
に
写
っ
て
い
る
も
の
は
、
当
時
、
歴
史
的
に
重
要
な
も
の
、

古
器
旧
物
と
い
っ
た
り
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
造
形
的
な
美
と
い
う
よ

り
は
歴
史
的
な
証
人
と
認
識
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
一
部
が

先
ほ
ど
の
湯
島
聖
堂
の
博
覧
会
に
な
り
、
そ
の
一
部
が
ウ
ィ
ー
ン
万

国
博
覧
会
の
日
本
列
品
所
に
展
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
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す
。
こ
こ
に
あ
り
ま
す
し
ゃ
ち
ほ
こ
は
、
湯
島
聖
堂
と
ウ
ィ
ー
ン
万

博
そ
れ
ぞ
れ
に
分
か
れ
て
展
示
さ
れ
て
、
非
常
に
人
気
を
博
し
ま
し

た
。
そ
も
そ
も
金
の
し
ゃ
ち
ほ
こ
を
展
覧
会
で
美
術
品
と
し
て
展
示

を
す
る
と
い
う
発
想
自
体
が
、
美
術
と
い
う
概
念
が
ま
だ
確
立
し
て

い
な
い
時
期
で
、
非
常
に
混
沌
と
し
た
状
況
を
表
し
て
い
ま
す
。

大
仏
の
頭
は
紙
製
で
す
。
船
で
運
ん
で
現
場
で
組
み
立
て
よ
う
と

し
た
。
ト
リ
エ
ス
テ
の
港
に
着
い
て
、
そ
こ
か
ら
ウ
ィ
ー
ン
ま
で
陸

路
で
持
っ
て
い
く
。
だ
け
れ
ど
も
、
開
梱
し
た
し
た
と
き
に
火
が
つ

い
て
、
体
が
燃
え
て
し
ま
っ
た
。
も
っ
た
い
な
い
か
ら
顔
だ
け
展
示

を
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
し
た
。
江
戸
時
代
に
人
気
を
博
し
た
見
世

物
に
類
す
る
よ
う
な
も
の
と
い
う
の
を
ご
っ
そ
り
ウ
ィ
ー
ン
に
持
っ

て
い
っ
た
の
が
、
こ
の
時
代
な
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
視
覚
芸
術
に

特
化
し
た
作
品
に
収
れ
ん
し
て
い
く
の
が
日
本
美
術
史
の
流
れ
と
な

り
ま
す
。

博
覧
会
の
関
係
者
は
こ
う
い
う
方
々
で
す
。
町
田
久
成
は
薩
摩
藩

の
人
、
幕
府
側
で
は
な
い
人
が
中
心
と
な
り
な
が
ら
、
こ
こ
に
は
博

物
学
者
や
、
あ
る
い
は
剥
製
を
作
る
専
門
家
、
あ
る
い
は
有
職
故
実

に
詳
し
い
旧
幕
臣
の
人
が
い
た
り
と
、
い
わ
ゆ
る
旧
派
・
新
派
そ
れ

ぞ
れ
の
技
術
に
長
け
た
人
を
集
め
て
博
物
館
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

湯
島
聖
堂
博
覧
会
が
あ
っ
た
後
、
博
覧
会
事
務
局
や
書
籍
館
な
ど

が
合
併
し
て
、
内
山
下
町
と
い
う
今
の
帝
国
ホ
テ
ル
な
ど
が
あ
る
場

所
に
一
旦
移
転
を
し
ま
す
。
そ
こ
で
展
覧
会
業
務
な
ど
を
し
た
り
し

て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
も
と
も
と
毛
利
藩
の
お
屋
敷
を
展
示
場

に
し
て
い
た
の
で
非
常
に
使
い
に
く
い
と
い
う
こ
と
で
、
ま
た
後
に

上
野
の
山
に
戻
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
頃
、
町
田
久
成
は
、
人
文
科

学
だ
け
で
は
な
く
て
自
然
史
や
産
業
な
ど
も
含
め
た
大
博
物
館
を
構

想
し
て
い
た
の
で
す
。
な
の
で
、
古
器
物
と
言
わ
れ
る
歴
史
的
な
物

品
だ
け
で
は
な
く
て
、
動
植
物
、
鉱
物
、
農
業
、
舶
来
品
な
ど
様
々

な
も
の
が
展
示
を
さ
れ
る
と
い
う
状
況
だ
っ
た
の
が
こ
の
時
代
で
す
。

明
治
一
〇
年
に
内
国
勧
業
博
覧
会
が
開
催
さ
れ
る
の
で
す
が
、「
美

術
品
」
を
と
言
わ
れ
て
も
、「
美
術
」
と
い
う
も
の
が
誰
も
分
か
ら

な
い
状
況
で
す
。
例
え
ば
、
近
代
彫
刻
の
祖
と
し
て
有
名
な
高
村
光

雲
は
、ま
だ
そ
の
当
時
は
東
雲
と
い
う
師
匠
に
つ
い
て
い
ま
し
た
が
、

そ
の
師
匠
が
弟
子
の
光
雲
に
「
お
前
、
何
か
を
造
れ
」
と
言
う
。
光

雲
は
、「
何
か
を
造
れ
と
言
わ
れ
て
も
、
ど
う
し
よ
う
。
師
匠
の
メ

ン
ツ
を
潰
し
て
は
い
け
な
い
し
、
と
に
か
く
仏
師
と
し
て
ふ
さ
わ
し

い
白
衣
観
音
を
造
ろ
う
」
と
白
衣
観
音
像
を
造
っ
て
仏
像
を
出
品
し

ま
し
た
。
そ
れ
が
非
常
に
評
価
を
さ
れ
て
受
賞
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

元
締
め
に
な
っ
て
い
た
師
匠
の
東
雲
が
授
賞
式
に
行
っ
て
め
で
た
し

と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
。
そ
れ
は
ま
さ
に
近

代
以
前
の
、
江
戸
時
代
以
前
の
師
弟
制
度
を
反
映
し
て
い
ま
す
。

芸
術
と
い
う
言
葉
自
体
は
ま
だ
な
く
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
を
発

揮
し
て
、
新
し
い
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ビ
テ
ィ
の
基
に
新
し
い
も
の
を

造
っ
て
い
く
と
い
う
、
そ
う
し
た
芸
術
観
と
い
う
も
の
が
ま
だ
な
い

時
代
の
も
の
で
す
。
美
術
と
い
う
言
葉
だ
け
は
西
洋
か
ら
入
っ
て
き
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て
い
て
も
人
々
の
意
識
は
ま
だ
そ
こ
ま
で
近
代
化
し
て
い
な
い
。
そ

う
し
た
状
況
で
何
と
か
西
洋
化
し
て
い
こ
う
と
い
う
流
れ
の
中
で
、

こ
の
内
国
勧
業
博
覧
会
は
「
美
術
」
と
い
う
も
の
を
人
々
に
認
識
を

植
え
つ
け
る
の
に
役
立
ち
ま
し
た
。
博
物
館
が
で
き
、
こ
う
し
た
内

国
勧
業
博
覧
会
が
開
催
さ
れ
て
い
く
。
そ
う
し
た
中
で
順
次
、
西
洋

か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
概
念
と
い
う
の
が
整
理
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

こ
ち
ら
は
「
内
国
勧
業
博
覧
会
之
図
」
で
、
上
野
の
山
が
描
か
れ

て
い
ま
す
。
上
野
の
山
と
い
え
ば
、
か
つ
て
は
全
体
が
東
叡
山
寛
永

寺
の
敷
地
で
し
た
。
た
だ
、
戊
辰
戦
争
の
際
に
上
野
の
山
で
戦
争
が

あ
っ
て
、
幕
府
側
が
壊
滅
的
な
負
け
を
喫
す
る
わ
け
な
の
で
す
け
れ

ど
も
、
そ
の
境
内
地
が
新
政
府
の
ほ
う
に
接
収
さ
れ
て
、
そ
こ
が
公

園
と
し
て
開
放
さ
れ
る
に
至
る
わ
け
で
す
。
そ
の
途
上
で
、
寛
永
寺

の
本
坊
に
当
た
る
と
こ
ろ
に
内
国
勧
業
博
覧
会
の
美
術
館
が
建
て
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
が
後
に
今
の
東
京
国
立
博
物
館
の
本
館
に
な
る
わ

け
で
す
。

ジ
ョ
サ
イ
ア
・
コ
ン
ド
ル
と
い
う
お
雇
い
外
国
人
が
造
っ
た
の
が
、

こ
の
旧
本
館
で
す
。
内
国
勧
業
博
覧
会
の
展
覧
会
場
に
な
っ
た
と
こ

ろ
で
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
東
博
の
本
館
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ

の
上
野
の
山
で
東
京
国
立
博
物
館
の
歴
史
が
本
格
的
に
始
ま
っ
て
い

く
と
い
う
、
そ
う
し
た
流
れ
で
す
。

そ
の
間
に
博
物
館
は
内
務
省
の
所
管
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
農

商
務
省
に
移
管
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
宮
内
省
に
移
管
し
た
り
と
、

い
ろ
い
ろ
省
庁
の
所
管
が
替
わ
る
の
で
す
。
博
物
館
を
ど
の
よ
う
な

位
置
づ
け
に
す
る
か
と
い
う
政
府
の
も
く
ろ
み
を
そ
の
ま
ま
表
し
て

い
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
収
蔵
さ
れ
て
い
る
作
品
と
い
う
の
も
当
然

替
わ
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。

明
治
一
九
年
に
な
っ
て
宮
内
省
に
移
管
し
て
、
こ
こ
で
一
旦
落
ち

着
き
ま
す
。
宮
内
省
、
つ
ま
り
皇
室
と
非
常
に
密
接
な
関
わ
り
の
あ

る
博
物
館
と
し
て
、
要
は
、
帝
国
の
美
の
伝
統
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
る
の
が
こ
の
帝
国
博
物
館
で
す
。
明
治
一
九
年
以
降
は
、
日
本
の

為
政
者
で
あ
る
皇
室
の
美
の
象
徴
と
し
て
機
能
し
て
い
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。

そ
れ
以
前
は
農
商
務
省
所
管
で
す
。
町
田
久
成
の
総
合
博
物
館
構

想
が
ま
だ
あ
っ
た
時
代
な
の
で
、
天
産
物
と
い
う
自
然
史
系
の
部
門

で
、
キ
リ
ン
の
剥
製
が
展
示
さ
れ
て
い
た
り
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま

し
た
。
こ
の
キ
リ
ン
さ
ん
は
明
治
四
〇
年
に
ド
イ
ツ
か
ら
や
っ
て
来

ま
し
た
が
、日
本
の
気
候
は
全
く
合
わ
な
い
の
で
、す
ぐ
に
亡
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
ら
し
い
で
す
。
当
時
は
今
の
上
野
の
動
物
園
も
博
物
館

の
一
施
設
だ
っ
た
の
で
、
キ
リ
ン
が
亡
く
な
る
と
、
そ
れ
を
剥
製
に

し
て
博
物
館
で
展
示
を
し
ま
し
た
。
こ
の
水
を
飲
ん
で
い
る
ほ
う
の

左
の
フ
ァ
ン
ジ
と
い
う
キ
リ
ン
が
、
今
、
会
場
で
展
示
を
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
東
博
の
持
ち
物
で
は
な
く
て
、
こ
う
し
た
自
然
史
系

の
も
の
は
、
今
の
科
学
博
物
館
に
移
管
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
国
立
科

学
博
物
館
の
御
所
蔵
の
も
の
で
す
。
果
た
し
て
こ
の
大
き
な
キ
リ
ン

を
ど
う
や
っ
て
…
…
。
脆
弱
で
は
な
い
か
、
振
動
に
耐
え
ら
れ
る
の

か
ど
う
か
、
多
分
輸
送
は
大
変
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
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そ
れ
か
ら
、鳳
輦
で
す
。こ
う
い
っ
た
総
合
博
物
館
の
構
想
が
あ
っ

た
時
代
の
博
物
館
か
ら
、
宮
内
省
所
管
と
な
っ
て
皇
室
の
博
物
館
に

な
る
中
で
、皇
室
ゆ
か
り
の
も
の
も
収
蔵
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

現
在
の
博
物
館
で
は
展
示
は
し
て
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
帝
室
博
物

館
時
代
の
名
残
の
あ
る
作
品
と
し
て
は
、
こ
の
奥
の
ほ
う
に
写
っ
て

い
る
鳳
輦
と
い
う
輿
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
実
物
を
見
て
い
た
だ
く

と
結
構
大
き
い
も
の
で
、
展
示
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
組
み
立
て
直

し
て
、
清
掃
も
し
な
く
て
は
い
け
な
か
っ
た
ら
し
い
の
で
す
け
れ
ど

も
、
結
構
大
変
だ
っ
た
み
た
い
で
す
。

こ
の
鳳
輦
は
、
今
の
京
都
御
所
が
再
建
さ
れ
た
と
き
に
、
孝
明
天

皇
が
内
裏
に
向
か
わ
れ
る
と
き
に
用
い
ら
れ
た
も
の
だ
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

博
物
館
初
期
は
収
蔵
品
が
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
日
本
の

美
術
の
歴
史
を
見
せ
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
と
き
に
、
実
物
は

な
い
け
れ
ど
も
視
覚
芸
術
と
し
て
何
か
作
品
を
見
せ
る
た
め
に
は
ど

う
す
れ
ば
よ
い
か
考
え
た
人
が
い
ま
し
た
。
収
蔵
品
を
充
実
さ
せ
る

た
め
に
、
模
造
を
作
ろ
う
と
。
そ
れ
を
企
画
し
た
の
が
、
ま
さ
し
く

岡
倉
天
心
で
す
。
当
時
、
岡
倉
天
心
は
美
術
部
長
で
、
な
お
か
つ
東

京
美
術
学
校
の
校
長
も
務
め
て
い
た
。
名
だ
た
る
名
画
、
今
、
寺
社
、

あ
る
い
は
大
名
家
に
あ
る
よ
う
な
、
そ
う
し
た
名
画
や
彫
刻
と
い
う

も
の
を
模
写
模
造
し
て
、
そ
れ
を
展
示
に
代
え
よ
う
と
し
ま
し
た
。

大
規
模
な
模
写
計
画
事
業
が
明
治
二
三
年
頃
に
発
議
さ
れ
て
、
模

写
模
造
が
ど
ん
ど
ん
造
ら
れ
た
。
こ
れ
は
展
示
の
充
実
が
そ
も
そ
も

の
目
的
で
し
た
が
、
そ
の
後
、
模
写
模
造
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
古

い
技
法
や
技
術
を
知
る
こ
と
も
目
的
の
一
つ
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
模
写
模
造
計
画
が
発
議
さ
れ
た
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
岡
倉
天

心
は
美
術
学
校
で
日
本
美
術
史
と
い
う
美
術
の
歴
史
を
初
め
て
通
史

的
に
見
通
し
た
講
義
を
行
い
ま
す
。
そ
の
講
義
に
出
て
く
る
そ
れ
ぞ

れ
の
時
代
の
名
品
が
、
ま
さ
に
こ
の
模
写
模
造
に
反
映
さ
れ
て
い
ま

し
て
、
日
本
の
美
術
と
い
う
の
を
通
覧
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
作
品
が

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
さ
れ
て
、
そ
れ
が
博
物
館
の
展
示
に
反
映
さ
れ
て
い
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
と
き
に
初
め
て
日
本
の
美
術
の
歴
史
と
い
う

の
が
体
系
的
に
ま
と
ま
っ
て
い
き
ま
す
。

な
ぜ
そ
う
い
う
こ
と
を
し
な
く
て
は
い
け
な
か
っ
た
の
か
と
い
う

と
、
や
は
り
近
代
国
家
と
し
て
、
殖
産
興
業
で
産
業
な
ど
を
盛
り
立

て
て
い
く
こ
と
は
国
家
的
に
行
わ
れ
て
は
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ

れ
と
は
別
に
文
化
的
な
側
面
で
も
西
洋
列
強
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
文

化
を
持
っ
て
い
る
国
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
し
な
く
て
は

い
け
な
い
。
そ
の
と
き
に
日
本
に
は
、
ギ
リ
シ
ャ
、
ロ
ー
マ
に
匹
敵

す
る
よ
う
な
ク
ラ
シ
ッ
ク
も
あ
る
し
、
そ
こ
か
ら
展
開
す
る
美
術
の

歴
史
と
い
う
の
も
き
ち
ん
と
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
さ
な
く
て
は
い

け
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
岡
倉
天
心
は
フ
ェ
ノ
ロ
サ
な
ど
の
よ
う
な
お

雇
い
外
国
人
の
ブ
レ
イ
ン
を
従
え
て
い
る
わ
け
で
す
の
で
、
そ
う
し

た
人
た
ち
の
知
恵
を
借
り
な
が
ら
日
本
の
美
術
史
を
紡
い
で
い
っ
た

わ
け
な
の
で
す
。
そ
れ
が
展
示
に
反
映
さ
れ
て
い
く
の
が
、
明
治

二
三
年
以
降
の
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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今
そ
の
一
部
が
特
別
展
の
会
場
に
も
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
そ

れ
か
ら
、
特
集
展
示
で
本
館
で
も
特
別
一
室
・
二
室
で
、「
東
京
国

立
博
物
館
の
模
写
模
造
」
と
い
う
展
示
を
し
て
い
ま
す
。
こ
の
時
代

以
降
、
模
写
模
造
が
た
く
さ
ん
造
ら
れ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ

を
ほ
ぼ
全
て
見
せ
る
と
い
う
企
画
で
、
一
〇
月
末
日
ま
で
展
示
を
し

て
い
ま
す
。
近
代
美
術
史
を
専
門
と
し
て
い
る
人
か
ら
し
た
ら
、
喉

か
ら
手
が
出
る
ほ
ど
見
た
い
第
一
級
資
料
ば
か
り
で
す
。

こ
れ
は
表
慶
館
で
す
。
東
博
内
で
最
も
古
い
建
物
で
す
。
本
館
よ

り
も
古
い
で
す
。
本
館
に
つ
い
て
は
後
で
お
話
を
し
ま
す
。
こ
れ
は

片
山
東
熊
と
い
う
人
が
設
計
し
た
バ
ロ
ッ
ク
の
優
美
な
洋
館
で
す
。

こ
れ
は
、
当
時
は
皇
太
子
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
大
正
天
皇
の
婚
約

を
記
念
し
て
寄
附
金
に
よ
り
造
営
さ
れ
た
も
の
。
ジ
ョ
サ
イ
ア
・
コ

ン
ド
ル
の
旧
本
館
と
言
わ
れ
て
い
る
最
初
の
明
治
の
内
国
勧
業
博
覧

会
の
と
き
に
造
ら
れ
た
本
館
は
、
残
念
な
が
ら
大
正
一
二
年
の
関
東

大
震
災
で
大
破
し
て
し
ま
っ
て
、
中
の
展
示
品
も
か
な
り
損
傷
を

被
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。
新
し
く
設
計
し
直
し
て
建
設
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
て
、
渡
辺
仁
と
い
う
人
が
設
計
を
し
た
帝
冠
様
式

の
建
物
で
す
。

第
三
章
は
戦
後
に
収
蔵
さ
れ
た
も
の
を
展
示
し
て
い
ま
し
て
、

様
々
な
作
品
を
御
覧
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
る
コ
ー
ナ
ー
で
す
。
全

部
を
御
説
明
す
る
時
間
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
象
徴
的
な
作
品
を
御

い
く
つ
か
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

コ
ー
ナ
ー
の
一
番
最
後
、要
は
展
覧
会
の
会
場
の
一
番
最
後
に
は
、

三
メ
ー
ト
ル
近
い
仁
王
像
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
仁
王
像
は

一
番
新
し
い
収
蔵
品
で
、
平
安
時
代
の
一
二
世
紀
の
仏
像
で
す
。
平

安
時
代
の
仏
像
で
、
こ
れ
だ
け
大
き
な
も
の
が
購
入
で
き
る
こ
と
は

ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
す
が
、
こ
ち
ら
が
な
ぜ
東
博
に
や
っ
て
来
た
の

か
と
い
う
と
、
も
と
も
と
滋
賀
県
の
某
地
に
あ
っ
た
の
で
す
け
れ
ど

も
、
昭
和
九
年
に
歴
史
的
な
被
害
を
出
し
た
室
戸
台
風
で
仁
王
門
自

体
が
大
破
し
て
し
ま
っ
て
、
そ
こ
に
安
置
さ
れ
て
い
た
仁
王
像
も
一

緒
に
潰
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
破
片
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
を
、

そ
の
お
寺
の
御
住
職
が
全
部
集
め
て
置
い
て
お
か
れ
ま
し
た
。
公
益

財
団
法
人
美
術
院
と
い
う
重
要
文
化
財
や
国
宝
の
仏
像
を
修
理
を
す

る
美
術
院
さ
ん
が
仏
像
の
技
法
や
構
造
を
勉
強
す
る
の
に
非
常
に
有

益
だ
か
ら
と
昭
和
四
〇
年
に
な
っ
て
御
購
入
さ
れ
ま
し
た
。
美
術
院

さ
ん
は
展
示
施
設
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
手
放
す
こ

と
を
決
断
さ
れ
ま
し
た
。

三
メ
ー
ト
ル
近
く
あ
る
も
の
で
す
か
ら
、
組
み
上
げ
る
こ
と
自
体

が
な
か
な
か
大
変
で
す
。
部
材
が
か
な
り
の
程
度
残
っ
て
い
る
と
は

い
え
、
や
は
り
組
み
上
げ
る
と
隙
間
が
空
い
て
い
た
り
足
り
な
い
と

こ
ろ
が
あ
っ
た
り
し
ま
す
。
美
術
院
の
方
々
が
丁
寧
に
新
し
い
木
材

を
は
め
込
ん
で
、
不
具
合
が
な
い
よ
う
に
修
理
を
し
て
く
だ
さ
い
ま

し
た
。
修
理
は
一
体
に
一
年
か
か
っ
て
い
る
の
で
、
全
部
で
二
年
間

か
け
て
、
去
年
（
二
〇
二
一
年
）
よ
う
や
く
東
博
に
や
っ
て
来
た
と

い
う
、
そ
う
し
た
収
蔵
品
で
す
。

こ
の
仁
王
像
は
室
戸
台
風
よ
り
も
前
に
一
回
、
何
か
修
理
を
し
な
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け
れ
ば
い
け
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
痕
跡
か
ら
分
か
っ

た
。
室
町
時
代
ご
ろ
に
引
き
倒
さ
れ
て
ば
ら
ば
ら
に
な
る
よ
う
な
出

来
事
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
ど
う
も
す
ぐ
に
は
修
理
が
な
さ
れ
な
か
っ

た
ら
し
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
な
ぜ
そ
れ
が
分
か
る
か
と
い
う
と
、

木
材
の
内
側
に
シ
ロ
ア
リ
が
木
を
食
べ
た
よ
う
な
痕
跡
が
残
っ
て
い

る
か
ら
で
す
。
そ
れ
は
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
た
状
態
で
地
面
に
捨
て
ら

れ
て
い
た
時
代
が
長
か
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
こ
か
ら
一
回
組
み
上
げ

ら
れ
ま
し
た
が
、
ま
た
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
室
戸
台
風
で
倒
れ
た
。

こ
の
仁
王
像
は
少
な
く
と
も
二
回
立
ち
上
が
っ
て
い
ま
す
。

仁
王
像
ぐ
ら
い
の
ク
ラ
ス
の
も
の
が
一
回
壊
れ
て
し
ま
う
と
、
そ

れ
を
も
う
一
回
復
興
す
る
の
は
相
当
な
困
難
で
す
の
で
、
そ
れ
を
二

回
も
成
し
遂
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
非
常
に
稀
で
す
。
平
安
時

代
の
仁
王
像
は
片
手
で
数
え
ら
れ
る
ぐ
ら
い
し
か
な
い
の
で
す
け
れ

ど
も
、
こ
れ
ほ
ど
の
大
き
さ
の
も
の
が
数
奇
な
運
命
を
た
ど
り
な
が

ら
今
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
先
、
文
化
財
に
対
し

て
ど
う
い
う
ふ
う
に
向
き
合
っ
て
い
く
の
か
を
考
え
さ
せ
て
く
れ
る

よ
う
な
、
展
覧
会
の
一
番
最
後
に
ふ
さ
わ
し
い
作
品
だ
と
感
じ
ま
し

た
。最

後
に
名
品
紹
介
を
い
た
し
ま
す
。

こ
の
「
孔
雀
明
王
像
」
と
「
虚
空
蔵
菩
薩
」
は
、
い
ず
れ
も
平
安

時
代
の
一
二
世
紀
の
仏
画
で
す
。
こ
の
時
代
の
仏
像
は
表
面
に
レ
ー

ス
を
か
け
る
よ
う
に
截
金
と
い
う
文
様
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
截
金

と
は
、
髪
の
毛
ぐ
ら
い
の
細
さ
に
金
箔
を
切
っ
て
、
そ
の
毛
筋
ぐ
ら

い
の
細
さ
に
な
っ
た
金
箔
を
組
み
合
わ
せ
て
文
様
を
ほ
ど
こ
し
ま

す
。
着
て
い
る
服
の
上
を
ま
る
で
レ
ー
ス
で
覆
う
よ
う
な
、
そ
う
し

た
装
飾
が
施
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
が
平
安
時
代
の
後
期
の
仏

画
の
特
徴
の
一
つ
で
す
。
ま
さ
し
く
作
善
と
い
っ
て
、
仏
様
に
よ
い

行
為
を
し
て
功
徳
を
も
ら
う
と
い
う
、
純
粋
な
信
仰
で
、
そ
れ
を
競

い
合
う
よ
う
に
施
し
て
い
る
の
が
こ
の
一
二
世
紀
の
絵
画
で
す
。

た
だ
、
そ
の
精
緻
さ
を
展
示
会
場
で
見
る
の
は
す
ご
く
難
し
い
。

東
京
文
化
財
研
究
所
、
上
野
の
山
の
東
文
研
と
東
博
が
東
博
の
平
安

仏
画
を
全
部
高
精
細
の
画
像
を
撮
影
し
て
お
り
、
東
文
研
の
サ
イ
ト

か
ら
そ
の
画
像
を
御
覧
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
を
見
て

い
た
だ
く
と
、
平
安
仏
画
の
非
常
に
き
ら
び
や
か
な
美
し
さ
、
繊
細

さ
、
精
緻
さ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
絵
画
の
瀟
湘
臥
遊
図
巻
で
す
。
今
、
肉
眼
で
は
ほ
と

ん
ど
認
識
で
き
な
い
よ
う
な
精
緻
な
世
界
と
言
い
ま
し
た
け
れ
ど

も
、
こ
の
水
墨
の
世
界
と
い
う
の
も
今
の
時
代
な
か
な
か
分
か
り
に

く
い
と
思
い
ま
す
が
、
水
墨
と
い
う
の
は
、
墨
の
濃
淡
で
空
気
感
、

あ
る
い
は
、奥
行
き
と
い
う
も
の
を
表
し
ま
す
か
ら
、グ
ラ
デ
ー
シ
ョ

ン
の
微
妙
さ
は
、
ガ
ラ
ス
越
し
で
は
な
か
な
か
分
か
ら
な
い
世
界
で

す
。け

れ
ど
も
、
逆
に
、
そ
の
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
の
世
界
で
自
由
に
心
を

遊
ば
せ
る
と
い
う
高
等
な
精
神
を
持
っ
て
い
た
人
た
ち
が
い
る
と
い

う
時
代
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
だ
く
の
も
重
要
か

と
思
い
ま
す
。
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「
三
条
宗
近
」、
そ
れ
か
ら
、「
童
子
切
」
で
す
。
東
博
の
誇
る
国

宝
の
中
で
も
超
有
名
な
作
品
が
非
常
に
分
か
り
や
す
い
形
で
展
示
さ

れ
て
い
る
の
で
、
見
逃
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
二
件
で
す
。
ふ
だ

ん
か
ら
平
常
展
で
も
展
示
を
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
で
す
が
、
二
つ

並
ん
で
比
較
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
は
、
非
常
に
得

難
い
機
会
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

紹
介
し
き
れ
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
ぜ
ひ
お
気
に
入
り
の
一
点

を
探
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

次
に
関
連
展
示
の
紹
介
で
す
け
れ
ど
も
、
ま
ず
東
京
国
立
博
物
館

の
「
模
写
模
造
」
で
す
。
ケ
ー
ス
の
中
の
手
前
に
は
「
平
清
盛
像
」

の
模
写
が
あ
り
ま
す
。
彫
刻
を
絵
画
に
写
し
て
い
る
と
い
う
不
思
議

な
感
じ
が
し
ま
す
け
れ
ど
も
、横
山
大
観
が
描
い
た
模
写
な
の
で
す
。

近
代
画
家
の
技
量
と
い
う
の
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
う
し
た

視
点
で
も
面
白
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、「
未
来
の
国
宝
」
と
い
う
テ
ー
マ
展
示
を
し
て
い
る

コ
ー
ナ
ー
も
あ
り
ま
す
。
本
館
二
室
と
い
う
展
示
室
は
ふ
だ
ん
国
宝

室
と
呼
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。国
宝
の
作
品
を
一
点
展
示
し
、ゆ
っ

た
り
と
楽
し
ん
で
い
た
だ
く
と
い
う
空
間
で
す
。
今
回
、
国
宝
八
九

点
全
部
を
特
別
展
に
出
す
と
い
う
こ
と
は
、
国
宝
室
に
展
示
す
る
国

宝
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
展
示
期
間
は
文
化

財
保
護
法
で
厳
格
に
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
各
機
関
・
所
蔵
館
で

も
運
用
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
特
別
展
に
出
し
て
し
ま
う
と
、
平
常

展
に
出
す
国
宝
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

今
、
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
も
大
事
な
国
民
の
宝
は

あ
る
は
ず
で
す
。
文
化
財
指
定
を
受
け
て
い
な
く
て
も
、
国
民
の
宝

が
あ
る
は
ず
で
、
そ
れ
は
学
芸
員
・
研
究
員
の
推
せ
る
作
品
を
展
示

し
ま
し
ょ
う
と
い
う
の
が
、
こ
の
未
来
の
国
宝
の
コ
ン
セ
プ
ト
。
年

度
末
ま
で
月
替
わ
り
で
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
員
の
一
押
し
作
品
と
い
う

の
を
御
覧
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
趣
向
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
こ
れ
が
こ
の
一
五
〇
年
記
念
な
ら
で
は
の
特
集
展
示

「
つ
た
え
る　

つ
な
ぐ　

博
物
館
の
広
報
の
あ
ゆ
み
」。
広
報
室
と
い

う
情
報
発
信
す
る
部
署
で
す
。
表
に
は
あ
ま
り
出
て
き
ま
せ
ん
け
れ

ど
も
、
情
報
発
信
し
な
い
と
来
館
者
は
困
る
わ
け
で
、
あ
る
意
味
、

博
物
館
業
務
の
最
も
最
前
線
に
い
る
人
た
ち
が
ふ
だ
ん
や
っ
て
い
る

こ
と
を
ぜ
ひ
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
特
集
展
示

を
組
み
ま
し
た
。大
変
ス
タ
イ
リ
ッ
シ
ュ
な
空
間
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
古
い
と
こ
ろ
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
歴
代
の
ポ
ス
タ
ー

を
通
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
ふ
だ
ん
と
は
違
っ
た
趣
向
の
博

物
館
の
側
面
を
見
て
い
た
だ
く
と
い
う
意
味
で
は
、
大
変
貴
重
な
展

示
に
な
っ
て
い
る
か
な
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
最
後
で
す
。「
未
来
の
博
物
館
」
と
い
う
展
示
が
開

催
中
で
す
。
二
〇
一
七
年
に
、
国
立
文
化
財
機
構
の
中
に
文
化
財
活

用
セ
ン
タ
ー
と
い
う
の
が
新
し
く
で
き
ま
し
た
。
政
府
の
方
針
に

従
っ
て
、
文
化
財
を
よ
り
活
用
す
る
企
画
な
ど
を
行
う
組
織
で
す
。

単
に
見
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
本
来
の
そ
の
使
わ
れ
方
と
い
う
も
の

を
思
い
起
こ
さ
せ
る
よ
う
な
、
そ
う
し
た
鑑
賞
を
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
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使
っ
て
実
現
し
て
み
ま
し
ょ
う
と
い
う
企
画
を
し
て
い
ま
す
。

例
え
ば
名
物
茶
碗
の
レ
プ
リ
カ
を
作
っ
て
、
レ
プ
リ
カ
を
持
ち
上

げ
る
と
画
面
の
中
に
高
精
細
で
撮
っ
た
器
の
画
像
が
映
っ
て
、
ま
る

で
自
分
が
実
際
に
そ
の
も
の
を
触
っ
て
眺
め
て
い
る
よ
う
な
、
そ
ん

な
体
験
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
す
。

ま
た
、
こ
れ
は
開
発
に
関
わ
っ
て
い
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
仏
像

を
た
だ
単
に
見
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
ど
う
し
た
ら
見
る
と
い
う
行

為
を
能
動
的
に
一
歩
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
考
え
ま
し
た
。
調

査
を
追
体
験
す
る
よ
う
に
懐
中
電
灯
に
模
し
た
も
の
を
持
っ
て
画
面

内
の
仏
像
画
像
に
当
て
て
み
る
と
、
そ
こ
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る

よ
う
な
と
い
う
、
そ
う
し
た
鑑
賞
体
験
が
で
き
る
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ

ム
が
開
催
中
で
す
。

本
館
特
別
5
室
で
は
、
8
Ｋ
3
Ｄ
と
い
う
非
常
に
高
精
細
な
3
Ｄ

画
像
で
法
隆
寺
の
救
世
観
音
像
や
東
博
の
舟
木
本
洛
中
洛
外
図
屏
風

な
ど
を
、
細
部
ま
で
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
楽
し
む
こ
と
の
で
き
る
展

示
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
れ
は
無
料
で
入
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、

特
別
展
に
行
か
れ
た
ら
、
ぜ
ひ
併
せ
て
見
て
い
た
だ
く
こ
と
を
お
勧

め
し
ま
す
。

ま
だ
ま
だ
お
話
し
し
た
い
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
っ
た
の
で
す
け
れ

ど
も
、
い
ず
れ
も
一
五
〇
年
の
展
示
に
ふ
さ
わ
し
い
作
品
が
所
狭
し

と
並
ん
で
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
私
た
ち
が
こ
の
先
の
一
五
〇

年
に
紡
い
で
い
く
た
め
の
非
常
に
重
要
な
布
石
か
と
思
い
ま
す
。
こ

の
先
、
こ
の
未
来
に
ど
の
よ
う
な
作
品
が
展
示
さ
れ
て
い
る
の
か
な

と
、
私
た
ち
は
一
五
〇
年
後
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
す
け
れ
ど

も
、
一
人
一
人
の
皆
様
が
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
宝
を
支
え
て
く
だ
さ

る
も
の
と
信
じ
て
い
ま
す
。
五
分
く
ら
い
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
け

れ
ど
も
、
こ
れ
で
終
わ
り
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

（
了
）


