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７
月

１
日
（
木
）
晴
天

大
阪
歴
史
博
物
館--

兵
庫
県
三
木
町

や
っ
ぱ
り
い
ろ
い
ろ
や
っ
て
い
る
う
ち
に
午
前
十
時
を
過
ぎ
た
。
さ
ら
に

コ
リ
ド
ラ
ス
の
水
槽
も
水
替
え
し
て
お
い
た
方
が
い
い
だ
ろ
う
と
思
い
つ
い

て
、
こ
れ
に
一
時
間
使
っ
て
し
ま
っ
た
。
す
で
に
若
狭
湾
周
り
の
行
程
は
無

理
な
の
で
名
阪
道
を
大
阪
に
向
か
う
。
こ
の
大
阪
歴
史
博
物
館
の
建
っ
て
い

る
地
面
の
下
に
は
何
代
に
も
わ
た
る
遺
跡
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
。
博
物
館
の

十
階
か
ら
常
設
展
を
見
る
。
考
古
展
示
室
の
い
ち
ば
ん
は
じ
め
に
縄
文
土
器

が
一
つ
だ
け
展
示
さ
れ
る
。

二
階
で
は
学
芸
員
さ
ん
が
質
問
に
答
え
て
く
れ
る
と
い
う
。
そ
こ
で
四
時

半
を
過
ぎ
て
二
階
に
急
ぐ
。
あ
の
縄
文
土
器
は
こ
の
す
ぐ
近
く
の
森
ノ
宮
遺

跡
で
出
た
も
の
で
、そ
こ
で
は
時
間
を
限
っ
て
出
土
品
の
公
開
も
し
て
い
る
。

彼
は
電
話
を
し
て
森
ノ
宮
遺
跡
展
示
館
が
開
館
し
て
い
る
時
間
を
調
べ
て
く

れ
た
。
月
曜
日
を
除
く
日
の
正
午
か
ら
午
後
３
時
ま
で
だ
と
い
う
。

７
月

２
日
（
金
）
晴
天

鳥
取
市
博
物
館
、
鳥
取
県
立
博
物
館
、
福
部
村
歴
史
民
俗
資
料
館
、
岡
山

県
美
作
町
。

鳥
取
市
を
目
指
す
。
国
道
２
９
号
線
を
走
る
途
中
、
山
崎
で
「
道
の
駅
」



に
寄
る
。
大
き
な
ま
な
板
の
よ
う
な
分
厚
い
木
材
が
売
ら
れ
て
い
る
。
鈍
い

青
緑
の
朴
の
板
を
一
枚
買
う
。
「
こ
の
朴
の
木
は
こ
の
あ
た
り
で
よ
く
と
と

れ
る
の
で
す
か
。」「
そ
う
で
す
ね
。最
近
は
ち
ょ
っ
と
品
薄
で
す
け
れ
ど
も
。」

鳥
取
県
に
入
っ
て
最
初
の
町
が
若
桜
町
だ
。
こ
こ
に
は
歴
史
民
俗
資
料
館

が
あ
る
。
そ
の
建
物
は
明
治
時
代
の
銀
行
を
移
築
し
た
も
の
で
鹿
色
の
瓦
葺

き
に
白
壁
の
土
蔵
作
り
。
縄
文
時
代
の
展
示
は
な
か
っ
た
。
手
前
に
鳥
取
県

指
定
保
護
文
化
財
三
百
田
氏
住
宅
と
い
う
の
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
茅

葺
き
の
棟
は
神
社
の
千
木
の
よ
う
な
押
さ
え
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
軒
下
で

端
正
に
カ
ッ
ト
さ
れ
た
茅
の
厚
み
は
７
，
８
０
セ
ン
チ
は
あ
る
。
内
部
の
３

分
の
１
は
土
間
や
厩
で
奥
の
土
間
を
奥
庭
、
手
前
を
口
庭
と
呼
ん
で
い
る
。

土
間
か
ら
あ
が
る
広
い
座
敷
は
板
の
間
で
長
方
形
の
囲
炉
裏
が
切
っ
て
あ

る
。
天
井
の
太
い
梁
の
下
に
幅
広
く
大
き
な
神
棚
が
土
間
に
向
い
て
あ
げ
て

あ
る
。
八
畳
の
奥
の
間
に
は
座
敷
に
続
い
て
濡
れ
縁
が
出
て
い
る
。
よ
く
整

え
ら
れ
て
い
る
が
、
人
の
住
む
気
配
が
全
く
な
い
の
で
大
き
な
模
型
の
中
に

い
る
よ
う
だ
。
裏
の
崖
に
ち
ょ
う
ど
い
ま
ア
ジ
サ
イ
が
満
開
。
隣
に
山
村
文

化
保
存
伝
習
施
設
「
た
く
み
の
館
」
が
あ
る
。
中
で
は
年
配
の
男
性
が
工
具

の
具
合
を
み
て
い
る
。
木
工
ろ
く
ろ
の
機
械
が
何
台
か
あ
る
。
工
作
台
の
う

え
に
成
形
さ
れ
た
こ
け
し
や
独
楽
が
白
木
の
ま
ま
お
い
て
あ
る
。
こ
こ
は
体

験
学
習
室
。
ほ
か
に
研
修
室
や
展
示
室
が
あ
る
。
入
っ
て
い
く
と
男
性
が
木

工
ろ
く
ろ
を
動
か
し
て
見
せ
て
く
れ
た
。
ま
ず
取
り
付
け
た
独
楽
の
材
料
を

回
転
さ
せ
て
削
る
予
定
の
円
を
記
す
。
刃
を
付
け
た
腕
を
調
整
し
削
り
た
い

か
た
ち
の
型
板
を
取
り
付
け
る
。
こ
の
型
板
が
刃
の
進
む
方
向
を
決
め
る
の

だ
。
集
塵
機
の
モ
ー
タ
ー
を
動
か
す
。
ろ
く
ろ
の
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
て
刃
を

材
料
に
近
づ
け
る
。
小
学
生
で
も
自
分
で
動
か
し
て
つ
く
る
と
い
う
。
そ
の

た
め
に
は
材
料
を
あ
る
程
度
の
か
た
ち
に
整
え
て
お
く
。
と
き
に
は
何
十
人

分
も
用
意
す
る
ん
で
す
よ
、
と
い
う
。

鳥
取
市
立
博
物
館
は
映
像
を
主
に
し
た
博
物
館
。
縄
文
土
器
は
な
い
。
県



立
博
物
館
は
、
自
然
科
学
か
ら
歴
史
・
民
俗
ま
で
網
羅
し
て
い
る
。
考
古
の

展
示
に
は
早
期
か
ら
晩
期
ま
で
の
縄
文
土
器
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。

７
月

３
日
（
土
）
前
夜
半
に
雨

晴
天

倉
吉
市
博
物
館
、
青
谷
町
郷
土
館
、
米
子
市
福
市
考
古
資
料
館
、
米
子
市
立

山
陰
歴
史
館
。
広
島
県
庄
原
市
。

倉
吉
市
博
物
館
で
は
美
術
展
が
開
か
れ
て
い
る
。
常
設
展
は
幸
い
に
も
考

古
の
部
屋
だ
け
が
い
つ
も
ど
お
り
展
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
縄
文
が
確

実
に
あ
る
。

青
谷
町
郷
土
館
で
は
写
真
展
が
開
か
れ
て
い
て
ほ
か
の
展
示
は
な
い
。
山

陰
の
風
景
が
た
く
さ
ん
の
カ
ラ
ー
写
真
で
出
品
さ
れ
て
い
る
。
陰
影
の
濃
い

風
景
は
い
っ
そ
う
鮮
や
か
に
見
え
る
。
遺
跡
展
示
館
に
つ
い
て
聞
い
て
み
る

と
、
今
ち
ょ
う
ど
展
示
替
え
で
休
館
中
だ
と
い
う
。
窓
口
の
女
性
が
た
い
へ

ん
気
の
毒
が
っ
て
、
こ
れ
か
ら
西
へ
向
か
う
と
い
う
と
弥
生
の
妻
木
晩
田
や

米
子
の
博
物
館
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
資
料
を
探
し
て
く
だ
さ
る
。

米
子
市
福
市
考
古
資
料
館
で
は
制
服
を
着
た
係
の
方
が
い
ろ
い
ろ
世
話
を

し
て
く
だ
さ
る
。
土
器
の
こ
と
も
よ
く
ご
存
じ
で
、
こ
ち
ら
で
は
形
象
埴
輪

が
少
な
い
こ
と
、
古
墳
時
代
の
墓
で
遺
体
の
下
に
敷
か
れ
た
土
器
片
が
大
き

な
二
つ
の
壺
に
復
元
で
き
る
こ
と
、
そ
れ
が
発
見
さ
れ
た
い
き
さ
つ
、
巨
大

な
「
こ
し
き
」
の
こ
と
、
縄
文
早
期
は
こ
れ
ま
で
よ
り
も
さ
ら
に
深
く
発
掘

す
る
の
で
ま
だ
ま
だ
見
つ
か
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
な
ど
な
ど
。
特
徴
の
あ

る
縄
文
土
器
の
よ
い
写
真
が
撮
れ
た
。

米
子
市
立
山
陰
歴
史
館
は
当
地
の
由
緒
あ
る
郷
土
博
物
館
。
広
い
通
り
に

面
し
た
建
物
に
は
「
米
子
市
廰
」
と
あ
り
現
在
も
市
長
室
と
表
示
さ
れ
た
部

屋
が
あ
る
。
こ
こ
で
も
縄
文
土
器
を
数
点
見
た
。



７
月

４
日
（
日
）
曇
り
の
ち
雨

強
風

島
根
県
浜
田
市
郷
土
資
料
館
、
山
口
県
萩
市
、
宇
部
市
。

浜
田
市
郷
土
資
料
館
は
、
た
ま
た
ま
見
つ
か
っ
た
博
物
館
。
入
り
口
か
ら

す
ぐ
始
ま
る
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
の
最
初
に
縄
文
土
器
が
一
つ
置
か
れ
る
。
出
土

部
分
が
少
な
い
が
白
く
補
っ
て
器
の
全
体
像
を
復
元
し
て
い
る
。
写
真
撮
影

の
許
可
願
い
を
出
す
。

萩
市
に
も
郷
土
資
料
館
が
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
近
く
の
市
立
図
書
館
で
聞

く
と
、
二
年
前
か
ら
休
館
し
て
い
て
今
年
の
秋
に
再
開
す
る
と
い
う
。
司
書

さ
ん
ら
し
い
女
性
が
萩
市
の
考
古
資
料
を
閲
覧
す
る
た
め
に
熱
心
に
助
言
し

て
く
だ
さ
る
。
が
、
縄
文
時
代
に
つ
い
て
は
急
に
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。

当
地
は
ど
う
し
て
も
幕
末
前
後
の
資
料
が
目
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

山
口
県
内
で
は
下
関
市
に
資
料
館
が
あ
る
と
い
う
。
下
関
市
歴
史
民
俗
資
料

館
は
前
回
訪
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
器
の
形
に
ま
で
復
元
さ
れ
た
縄
文
土
器

は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

山
口
県
に
縄
文
が
少
な
い
の
は
、
ま
だ
見
つ
か
っ
て
い
な
い
だ
け
か
も
し

れ
な
い
。
島
根
県
は
帰
り
が
け
に
も
っ
と
よ
く
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

７
月

５
日
（
月
）
晴
天

美
祢
市
歴
史
民
俗
資
料
館
、
北
九
州
市
自
然
史
歴
史
博
物
館
、
北
九
州
市

若
宮
町
。

「
歴
史
民
俗
資
料
館
」
の
案
内
看
板
を
見
つ
け
て
と
に
か
く
行
っ
て
み
た
。

玄
関
を
入
る
と
休
館
と
あ
る
。
や
っ
ぱ
り
月
曜
日
だ
か
ら
と
一
瞬
思
っ
た
が

中
で
は
人
が
動
い
て
い
る
。「
今
日
は
休
館
日
な
ん
で
す
よ
。」
と
そ
こ
に
い

た
年
配
の
男
性
が
い
う
。
今
日
は
Ｔ
Ｖ
放
送
局
が
取
材
に
来
て
い
る
の
で
そ

の
人
た
ち
が
い
る
の
だ
と
い
う
。
決
し
て
じ
ゃ
ま
を
し
な
い
か
ら
見
せ
て
も



も
ら
え
な
い
か
と
い
う
と
、
い
い
で
し
ょ
う
見
せ
て
あ
げ
ま
す
、
二
階
は
も

う
取
材
が
終
わ
っ
て
い
ま
す
か
ら
と
案
内
し
て
く
れ
る
。
ど
う
も
彼
は
こ
こ

の
館
長
さ
ん
ら
し
い
。
化
石
が
い
ろ
い
ろ
あ
る
ん
で
す
ね
。
こ
の
土
地
は
よ

く
出
る
ん
で
す
よ
。
ど
ち
ら
か
ら
来
ら
れ
た
ん
で
す
か
。
そ
う
で
す
か
。
土

器
も
あ
り
ま
す
よ
。
こ
ち
ら
が
埋
蔵
文
化
財
の
部
屋
で
す
。
ほ
う
、
あ
れ
は

縄
文
で
し
ょ
う
か
。
き
の
う
萩
市
の
郷
土
館
へ
行
き
ま
し
た
が
休
館
中
で
、

図
書
館
の
方
が
い
ろ
い
ろ
調
べ
て
く
だ
さ
っ
た
ん
で
す
が
、
山
口
県
に
は
縄

文
土
器
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
お
や
、
こ
れ
は
土
師
器
で
す
か
。
こ

ち
ら
の
は
弥
生
土
器
。
や
っ
ぱ
り
弥
生
時
代
か
ら
な
ん
で
す
か
。
そ
う
で
す

ね
。
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
縄
文
は
こ
ち
ら
で
は
少
な
い
ん
で
す
よ
。
こ
れ
は

ま
た
小
さ
な
化
石
が
い
っ
ぱ
い
で
す
ね
。
小
型
ほ
乳
類
の
歯
や
細
か
い
骨
。

こ
う
し
て
て
い
ね
い
に
並
べ
た
ん
で
す
ね
。
浅
い
箱
の
中
に
ほ
と
ん
ど
数
ミ

リ
前
後
の
化
石
が
整
然
と
黒
か
紺
の
布
地
の
上
に
び
っ
し
り
と
列
を
組
ん
で

並
ぶ
。
そ
の
箱
が
い
く
つ
も
あ
る
。
こ
れ
は
学
校
の
先
生
で
熱
心
に
集
め
て

い
る
方
が
あ
り
ま
し
て
ね
。
ま
た
、
大
き
な
も
の
で
は
、
ヤ
ベ
オ
オ
ツ
ノ
ジ

カ
の
全
身
骨
格
も
立
っ
て
い
る
。

今
日
取
材
さ
れ
た
Ｔ
Ｖ
放
送
は
七
月
末
に
放
送
さ
れ
る
と
い
う
。
こ
こ
で

は
当
地
方
に
縄
文
が
少
な
い
こ
と
を
こ
と
さ
ら
確
認
し
た
よ
う
な
こ
と
に
な

っ
た
。

念
の
た
め
に
北
九
州
市
の
博
物
館
に
電
話
を
す
る
と
、
今
日
も
開
館
し
て

い
る
と
い
う
。
道
順
を
聞
い
て
お
い
て
午
後
の
目
的
地
と
す
る
。
壇
ノ
浦
パ

ー
キ
ン
グ
で
海
峡
を
見
る
。
意
外
に
狭
い
海
峡
は
、
い
ま
、
川
の
よ
う
に
流

れ
て
い
る
。
こ
こ
に
丸
木
船
を
浮
か
べ
た
ら
、
日
本
海
と
瀬
戸
内
海
を
行
き

来
で
き
る
だ
ろ
う
。

北
九
州
市
自
然
史
歴
史
博
物
館
は
広
い
敷
地
に
た
っ
ぷ
り
と
空
間
を
と
っ

た
大
き
な
博
物
館
だ
。
中
生
紀
の
巨
大
な
恐
竜
の
骨
格
、
と
う
に
絶
滅
し
た

大
型
ほ
乳
類
の
骨
格
、
頭
上
高
く
に
つ
り
下
げ
ら
れ
た
ク
ジ
ラ
の
巨
大
な
頭



骨
。
そ
の
残
り
の
骨
格
は
お
ま
け
の
よ
う
だ
。

歴
史
の
階
に
は
縄
文
草
創
期
、
中
期
、
晩
期
の
土
器
。
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
の

中
が
明
る
い
の
で
非
常
に
見
や
す
い
。

７
月

６
日
（
火
）
晴
れ

福
岡
県
福
岡
市
博
物
館
、
福
岡
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
、
九
州
歴
史
資

料
館
（
太
宰
府
）、
熊
本
市
。

福
岡
市
博
物
館
に
は
、
て
い
ね
い
に
復
元
さ
れ
た
縄
文
土
器
が
数
点
展
示

さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
出
土
し
た
部
分
と
補
わ
れ
た
部
分
の
区
別
が
よ
く
注

意
し
て
見
な
い
と
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
だ
。
こ
の
博
物
館
で
は
縄
文
土
器
の
朝

鮮
半
島
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
の
展
示
が
あ
る
。
極
東
ア
ジ
ア
の
半
島
や
大

陸
の
縄
文
土
器
を
見
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
た
い
へ
ん
興
味
深
い
。

で
き
る
こ
と
な
ら
列
島
の
縄
文
の
傾
向
と
半
島
の
縄
文
の
傾
向
に
つ
い
て
は

是
非
見
極
め
た
い
。
写
真
撮
影
の
許
可
願
い
を
提
出
。
撮
影
は
後
日
と
い
う

こ
と
に
な
っ
た
。学
芸
員
さ
ん
に
市
内
の
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
を
教
わ
り
、

午
後
、
さ
っ
そ
く
出
か
け
る
。

福
岡
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
は
板
付
に
あ
っ
て
、
た
ま
た
ま
運
よ
く
太

宰
府
へ
の
途
中
だ
。
は
じ
め
の
展
示
で
、
文
化
財
発
掘
の
手
順
や
出
土
物
の

必
要
な
処
理
に
つ
い
て
解
説
さ
れ
る
。
弥
生
時
代
に
出
土
し
た
木
片
（
く
わ
）

の
何
も
処
理
し
な
か
っ
た
場
合
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。
木
製
の
鍬
の
刃
は
薄

く
縮
み
、
な
か
ば
ね
じ
れ
て
変
形
し
て
い
る
。
こ
こ
に
も
押
型
文
土
器
が
あ

る
。
早
い
時
期
の
土
器
文
様
が
広
い
範
囲
で
共
通
文
様
で
あ
る
の
は
な
ぜ
だ

ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
に
は
推
し
量
れ
な
い
ほ
ど
の
長
い
時
間
と
緩
慢
な
技
術

の
流
れ
の
せ
い
だ
ろ
う
か
。
次
の
予
定
が
気
に
な
っ
て
早
め
に
切
り
上
げ
太

宰
府
に
向
か
う
。

と
こ
ろ
が
、
天
満
宮
近
く
に
車
を
お
い
て
８
０
０
メ
ー
ト
ル
の
道
を
歩
い



て
い
く
と
歴
史
館
は
７
月
９
日
ま
で
休
館
中
だ
っ
た
。

７
月

７
日
（
水
）
晴
れ
の
ち
曇
り

熊
本
市
立
博
物
館
、
鹿
児
島
県
姶
良
町
。

市
立
博
物
館
は
お
城
の
中
に
あ
る
。
設
定
さ
れ
進
入
路
以
外
の
周
辺
の
道

路
は
た
い
へ
ん
狭
い
。
上
が
っ
た
り
、
降
り
た
り
、
あ
っ
ち
へ
よ
け
た
り
、

こ
っ
ち
で
待
っ
た
り
し
て
小
一
時
間
、
博
物
館
の
す
ぐ
そ
ば
で
う
ろ
う
ろ
す

る
こ
と
に
な
る
。
唯
一
の
入
り
口
道
路
を
知
っ
て
い
る
人
に
は
こ
ん
な
こ
と

は
起
こ
ら
な
い
の
だ
。
お
ま
け
に
土
地
の
車
は
間
に
合
う
と
見
る
と
、
こ
ち

ら
の
直
前
で
急
に
曲
が
っ
て
見
せ
る
。
確
か
に
鮮
や
か
な
腕
前
だ
が
そ
の
運

転
手
は
行
く
手
に
予
想
し
て
い
な
い
こ
と
が
起
こ
る
な
ど
ど
と
は
露
ほ
ど
も

思
わ
な
い
の
だ
。
一
昨
年
は
こ
こ
ら
で
漱
石
ゆ
か
り
の
建
物
を
と
う
と
う
探

せ
な
か
っ
た
。

常
設
展
に
は
縄
文
土
器
が
た
く
さ
ん
展
示
さ
れ
て
い
る
。
後
期
の
も
の
が

多
い
。
写
真
撮
影
に
つ
い
て
ど
ん
な
風
に
頼
み
込
も
う
か
と
思
案
し
な
が
ら

ぐ
ず
ぐ
ず
と
他
の
展
示
を
見
る
。
個
人
の
寄
贈
に
よ
る
と
表
示
さ
れ
た
図
書

コ
ー
ナ
ー
が
あ
る
。
三
冊
の
大
き
な
「
縄
文
土
器
大
全
」
と
か
分
厚
い
「
縄

文
土
器
事
典
」
と
い
う
の
を
見
る
。
こ
う
い
う
本
は
古
書
店
を
探
せ
ば
手
に

は
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
自
然
科
学
の
展
示
な
ど
写
真
が
少
し
青
み
が
か
っ

た
り
す
る
け
れ
ど
も
広
い
分
野
で
充
実
し
た
展
示
が
さ
れ
て
い
る
。
子
ど
も

向
け
に
も
い
ろ
い
ろ
工
夫
を
試
み
て
い
る
。
ス
イ
ゲ
ン
ゼ
ニ
タ
ナ
ゴ
な
ど
が

泳
ぐ
水
槽
を
見
た
。
お
っ
く
う
だ
が
思
い
切
っ
て
教
え
ら
れ
た
事
務
室
へ
入

る
と
、
撮
影
願
い
は
用
意
さ
れ
た
ノ
ー
ト
に
住
所
と
氏
名
を
書
い
て
あ
っ
さ

り
す
ん
で
し
ま
っ
た
。
大
喜
び
で
、
そ
れ
か
ら
一
時
間
、
撮
影
に
専
念
す
る
。

午
後
は
、
鹿
児
島
に
向
か
っ
て
ひ
た
す
ら
走
る
。
八
代
市
と
水
俣
市
を
通

る
。
３
号
線
は
も
っ
と
海
岸
近
く
を
通
る
も
の
と
思
い
こ
ん
で
い
た
が
海
が



見
え
た
の
は
少
し
だ
っ
た
。
海
は
、
い
ま
夕
日
が
陸
側
に
あ
る
か
ら
か
遠
い

水
平
線
だ
け
が
一
直
線
に
輝
く
。

７
月

８
日
（
木
）
晴
れ
の
ち
曇
り
、
と
き
ど
き
雨
。

国
分
市
上
野
原
遺
跡
、「
上
野
原
縄
文
の
森
」。
一
昨
年
に
来
た
と
き
は
住

居
跡
の
復
元
と
発
掘
事
務
所
が
あ
る
だ
け
だ
っ
た
が
、
今
は
豪
華
な
設
備
を

持
っ
た
展
示
館
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
受
付
で
早
速
聞
い
て
み
る
と
写
真
撮

影
は
禁
止
だ
。
と
も
か
く
何
が
あ
る
か
見
な
け
れ
ば
と
展
示
室
に
は
い
る
。

ま
ず
特
別
展
「
レ
ー
ル
の
下
の
物
語
」
の
部
屋
。
こ
れ
は
鹿
児
島
ま
で
延
長

さ
れ
る
予
定
の
山
陽
新
幹
線
建
設
工
事
地
で
お
こ
な
わ
れ
た
埋
蔵
文
化
財
調

査
の
結
果
報
告
だ
。
駅
名
で
表
示
さ
れ
た
各
区
間
ご
と
に
出
土
品
が
展
示
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
を
見
る
と
南
九
州
は
一
定
の
範
囲
を
掘
る
と
縄
文
か
ら
古

墳
時
代
ま
で
こ
の
よ
う
に
遺
物
が
出
て
く
る
こ
と
が
わ
か
る
。
９
千
年
以
上

前
の
縄
文
土
器
や
住
居
跡
を
発
掘
し
た
こ
と
と
も
併
せ
て
、
こ
れ
ら
の
状
況

は
、
こ
の
上
野
原
の
展
示
館
に
と
っ
て
特
段
に
幸
い
し
て
い
る
。
あ
る
時
代

以
後
は
何
も
出
て
こ
な
い
地
域
と
こ
こ
の
違
い
は
何
だ
ろ
う
か
。
倉
吉
の
縄

文
は
５
メ
ー
ト
ル
も
の
堆
積
物
の
厚
み
に
保
護
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
生

活
の
痕
跡
を
覆
い
尽
く
す
ほ
ど
の
火
山
性
の
堆
積
物
に
保
護
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
が
何
千
年
も
前
の
人
々
の
様
子
を
今
わ
れ
わ
れ
に
見
せ
て
く
れ
る
。
山

口
県
の
あ
た
り
で
は
何
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

常
設
展
示
も
一
通
り
見
て
か
ら
写
真
撮
影
の
許
可
を
願
い
出
る
。
こ
ち
ら

の
撮
影
す
る
目
的
や
写
真
の
使
い
方
を
よ
く
理
解
さ
れ
た
よ
う
で
、
許
可
を

示
す
カ
ー
ド
を
首
か
ら
提
げ
て
カ
メ
ラ
を
構
え
、
充
実
し
た
一
時
間
あ
ま
り

を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
た
。
も
っ
と
も
、
あ
と
で
ぼ
く
が
た
い
へ
ん
な
写
真

の
枚
数
に
悩
む
こ
と
に
な
る
の
は
目
に
見
え
て
い
る
。



７
月

９
日
（
金
）

久
留
米
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
、小
郡
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
、

福
岡
県
杷
木
町
。

久
留
米
市
埋
文
セ
ン
タ
ー
に
は
縄
文
土
器
が
三
つ
展
示
さ
れ
て
い
る
。
一

つ
は
早
期
の
押
型
文
土
器
。
二
つ
目
は
ほ
と
ん
ど
球
形
の
胴
を
も
っ
た
小
振

り
の
土
器
。
こ
れ
は
て
い
ね
い
な
作
り
で
胴
と
そ
の
上
に
開
い
た
口
が
よ
く

釣
り
合
っ
て
い
る
。
三
っ
つ
め
は
三
つ
の
な
だ
ら
か
な
頂
点
を
も
つ
晩
期
の

土
器
。
一
つ
目
の
土
器
の
粒
状
に
並
ん
だ
押
型
文
は
側
面
の
三
分
の
一
ほ
ど

が
出
土
し
て
い
て
、
そ
の
部
分
は
底
の
方
ま
で
あ
る
。
こ
の
文
様
は
器
の
内

側
に
も
帯
状
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
押
型
文
が
早
い
時
期
に
全
国
各
地

に
見
ら
れ
る
の
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
ね
、
と
学
芸
員
さ
ん
に
聞
く
。
す
る
と
彼

は
文
様
の
「
粘
土
と
原
体
」
と
で
も
い
う
コ
ー
ナ
ー
へ
案
内
し
て
原
体
を
見

せ
て
く
れ
た
。
そ
れ
は
、
太
さ
が
経
一
セ
ン
チ
強
の
枝
の
幹
に
浅
く
す
く
い

取
っ
た
凹
面
を
並
べ
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
を
転
が
す
と
あ
の
土
器
の
文
様

と
全
く
同
じ
文
様
が
い
く
ら
で
も
で
き
る
。こ
の
文
様
を
何
度
も
見
て
い
て
、

そ
れ
が
何
か
を
押
し
つ
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
当
然
の
よ
う
に
分
か
っ
て

い
る
つ
も
り
だ
っ
た
が
「
原
体
」
に
は
少
し
驚
い
た
。
短
い
小
枝
の
柱
状
の

側
面
を
軽
く
え
ぐ
っ
た
も
の
が
あ
の
粒
状
文
を
粘
土
の
う
え
に
見
せ
て
い
る

の
だ
っ
た
。
こ
の
文
様
を
各
地
に
広
め
た
の
は
長
い
時
間
と
と
も
に
こ
の
原

体
の
容
易
さ
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

こ
の
展
示
室
で
は
、
子
ど
も
た
ち
が
や
っ
て
き
た
と
き
に
両
手
で
土
器
を

持
っ
て
み
る
な
ど
直
に
触
れ
さ
せ
る
こ
と
も
大
事
に
し
、
い
ろ
い
ろ
考
え
さ

せ
る
よ
う
な
質
問
も
用
意
し
て
い
る
と
い
う
。

小
郡
市
埋
文
セ
ン
タ
ー
に
も
縄
文
土
器
が
少
し
展
示
さ
れ
て
い
る
。
大
き

め
の
深
鉢
と
、
大
き
な
器
の
口
縁
部
の
み
が
半
円
状
に
残
っ
て
い
る
。
こ
れ

も
押
型
文
の
土
器
。
こ
れ
は
早
期
の
あ
た
り
の
も
の
だ
か
ら
、
下
の
か
た
ち



は
そ
の
ま
ま
細
ま
っ
て
と
が
り
底
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
た
ま
た
ま
今
の
展

示
に
は
新
潟
県
柏
崎
市
か
ら
借
り
受
け
た
縄
文
土
器
も
１
つ
展
示
さ
れ
て
い

る
。
隣
の
展
示
ケ
ー
ス
に
は
変
化
に
富
ん
だ
弥
生
土
器
た
ち
が
並
ぶ
。
ビ
ー

ル
を
飲
む
ジ
ョ
ッ
キ
の
よ
う
に
立
派
な
取
っ
手
の
つ
い
た
カ
ッ
プ
が
あ
る
。

さ
ら
に
興
味
を
引
か
れ
た
の
は
、
朝
鮮
半
島
系
の
無
文
土
器
の
展
示
だ
。
立

ち
会
っ
て
く
だ
さ
っ
た
学
芸
員
さ
ん
は
、
こ
の
地
は
や
っ
て
き
た
半
島
の
人

々
が
最
初
に
開
け
た
平
野
部
に
入
っ
て
落
ち
着
い
た
場
所
な
の
で
し
ょ
う
と

い
う
。

当
地
の
遺
跡
か
ら
は
、
ま
る
で
登
り
窯
の
よ
う
な
窯
跡
が
出
て
い
る
。
現

場
は
す
で
に
開
発
工
事
で
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
そ
の
場
の
情
景

が
精
密
な
立
体
模
型
で
再
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
見
る
と
こ
れ
は
か
な
り

大
規
模
な
も
の
だ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。
学
芸
員
さ
ん
の
話
で
は
、

こ
の
地
域
は
福
岡
市
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
し
て
開
発
途
上
に
あ
る
の
だ
と
い

う
。
そ
れ
な
ら
、
こ
の
地
で
は
出
土
品
の
時
代
が
縄
文
の
早
い
時
期
か
ら
始

ま
っ
て
い
る
よ
う
だ
か
ら
、
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
出
て

く
る
可
能
性
が
あ
る
。

７
月
１
０
日
（
土
）
晴
れ
と
き
ど
き
に
わ
か
雨

福
岡
市
立
博
物
館
。
九
州
歴
史
資
料
館
（
太
宰
府
）
、
飯
塚
市
歴
史
資
料

館
、
山
口
県
美
祢
市
。

福
岡
市
立
博
物
館
で
は
開
館
前
の
展
示
室
で
写
真
を
撮
る
。
撮
り
お
わ
っ

た
あ
と
、
付
き
添
っ
て
く
だ
さ
っ
た
方
か
ら
次
の
よ
う
な
話
を
聞
い
た
。
九

州
北
部
で
縄
文
遺
物
が
少
な
い
の
は
、
そ
こ
に
縄
文
人
が
あ
ま
り
住
ま
な
か

っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
少
し
南
の
久
留
米
市
や
小
郡
市
に
な
る
と
縄
文
土
器

も
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
九
州
北
部
は
狩
猟
採
集
や
簡
単
な
畑
作
に
は
向
い
て

い
な
い
の
で
し
ょ
う
。



九
州
歴
史
資
料
館
に
は
、
草
創
期
の
底
の
と
が
っ
た
押
し
型
文
土
器
が
展

示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
見
た
も
の
よ
り
は
る
か
に
大
き
い
。
ほ
か
に
も

興
味
深
い
土
器
が
い
く
つ
か
展
示
さ
れ
て
い
た
の
で
何
と
か
写
真
撮
影
を
と

期
待
し
て
受
付
に
戻
る
。
し
か
し
、
今
日
は
担
当
者
の
方
は
不
在
で
、
窓
口

の
方
が
責
任
者
へ
の
電
話
連
絡
を
熱
心
に
し
て
く
だ
さ
っ
た
が
う
ま
く
い
か

な
い
よ
う
だ
っ
た
。
来
年
の
秋
に
は
、
こ
の
す
ぐ
近
く
に
国
立
の
歴
史
博
物

館
が
開
館
予
定
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
そ
の
と
き
再
度
訪
問
す
る
こ
と
に
し

て
辞
す
。

国
道201

号
線
を
走
っ
て
い
て
峠
の
上
の
展
望
駐
車
場
で
案
内
看
板
を
見

て
い
る
と
「
飯
塚
市
歴
史
民
俗
資
料
館
」
と
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
国
道
沿
い
だ

し
、
そ
れ
に
駅
の
す
ぐ
そ
ば
だ
か
ら
見
つ
け
や
す
い
だ
ろ
う
。
資
料
館
に
は

甕
棺
が
た
く
さ
ん
展
示
さ
れ
て
い
る
た
。
４
０
個
は
あ
る
と
い
う
。
「
遠
賀

川
流
域
の
遺
跡
」
と
い
う
説
明
パ
ネ
ル
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
か
、
こ

こ
が
遠
賀
川
式
土
器
の
土
地
だ
っ
た
。
弥
生
初
期
の
遠
賀
川
式
土
器
は
日
本

海
沿
岸
を
東
北
ま
で
、
瀬
戸
内
か
ら
太
平
洋
岸
を
愛
知
県
東
部
ま
で
伝
わ
っ

て
い
る
。
近
く
の
町
に
も
飯
塚
市
の
よ
う
に
土
器
を
展
示
し
て
い
る
資
料
館

は
あ
り
ま
せ
ん
か
、
と
聞
い
て
み
る
が
今
日
は
学
芸
員
さ
ん
も
い
な
く
て
わ

か
ら
な
い
よ
う
だ
っ
た
。

７
月

日
（
日
）
晴
れ

11
山
口
県
立
博
物
館
、
山
口
市
歴
史
民
俗
資
料
館
、
島
根
県
益
田
市
、
太
田

市
、
広
島
県
三
次
市
。

県
立
博
物
館
に
は
歴
史
展
示
も
あ
る
が
縄
文
関
係
は
な
か
っ
た
。
大
内
氏

の
時
代
、
毛
利
氏
の
時
代
、
幕
末
維
新
の
時
代
。
近
く
に
市
の
歴
史
民
俗
資

料
館
が
あ
る
と
い
う
の
で
歩
い
て
出
か
け
る
。
こ
こ
に
は
縄
文
の
深
鉢
が
一

つ
あ
っ
た
。
な
ぜ
か
ひ
ど
く
変
形
し
て
い
る
。
向
か
い
側
に
県
の
埋
蔵
文
化



財
セ
ン
タ
ー
が
あ
る
が
今
日
は
閉
館
日
だ
と
い
う
。

７
月

日
（
月
）
晴
れ

12
鳥
取
県
日
南
町
井
上
靖
記
念
館
、
淀
江
町
む
き
ば
ん
だ
遺
跡
、
淀
江
町
歴

史
民
俗
資
料
館
、
青
谷
町
、
関
金
町
。

今
日
は
月
曜
日
だ
が
、
む
き
ば
ん
だ
遺
跡
は
開
い
て
い
る
。
昼
頃
に
は
鳥

取
に
着
け
る
か
も
し
れ
な
い
。
国
道
１
８
３
号
線
で
鳥
取
県
に
は
い
る
と
日

南
町
で
、
そ
こ
は
ち
ょ
う
ど
島
根
と
広
島
と
岡
山
の
県
境
で
も
あ
る
。
日
南

町
の
役
場
に
寄
る
。
役
場
の
庁
舎
は
新
し
い
木
造
で
、
高
い
天
井
を
何
本
か

の
太
い
柱
で
支
え
て
広
い
空
間
を
つ
く
っ
て
い
る
。
こ
の
町
に
歴
史
資
料
館

は
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
に
も
井
上
靖
記
念
館
が
あ
る
。
こ
の
建
物
は
大
き
く

て
見
事
で
す
ね
。
い
つ
で
き
た
ん
で
す
か
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
平

成
十
四
年
に
で
き
ま
し
た
。
じ
ゃ
あ
、
ま
だ
や
っ
と
二
年
目
で
す
ね
。
あ
の

柱
の
中
な
ん
か
全
部
木
な
ん
で
し
ょ
う
か
。
い
え
、
全
部
じ
ゃ
な
く
て
少
し

は
ほ
か
の
材
料
も
使
わ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
井
上
靖
記
念
館
は
県
道
８
号

線
を
岡
山
県
に
向
か
う
途
中
に
あ
る
。
こ
こ
は
作
家
の
終
戦
間
際
の
疎
開
地

だ
っ
た
の
だ
。
よ
う
や
く
探
し
当
て
る
と
、
そ
の
建
物
は
無
人
で
管
理
さ
れ

て
い
た
。
訪
問
者
が
展
示
室
の
明
か
り
を
付
け
る
と
３
０
分
後
に
自
動
で
消

灯
す
る
と
い
う
。
展
示
室
に
は
作
家
の
年
表
と
た
く
さ
ん
の
写
真
が
あ
る
。

新
聞
記
事
や
作
品
の
原
稿
を
コ
ピ
ー
し
た
も
の
も
あ
る
。
映
画
に
も
な
っ
た

「
野
分
」
や
「
あ
す
な
ろ
物
語
」
な
ど
に
触
れ
て
い
る
。
こ
の
雪
の
深
い
土

地
が
背
景
だ
と
い
う
。
外
に
出
る
と
わ
き
の
方
に
桃
色
の
花
を
い
っ
ぱ
い
付

け
た
木
が
あ
る
。
近
づ
い
て
み
る
と
「
ネ
ム
の
木
」（
写
真
）。
少
し
花
が
小

さ
い
。
気
が
つ
く
と
こ
の
ネ
ム
ノ
キ
は
あ
た
り
に
い
く
ら
も
は
え
て
い
て
、

ち
ょ
う
ど
い
ま
花
を
い
っ
ぱ
い
咲
か
せ
て
い
る
。
車
を
走
ら
せ
て
い
る
と
川

の
中
州
の
茂
み
に
も
大
き
く
広
が
っ
て
咲
い
て
い
る
。



む
き
ば
ん
だ
遺
跡
で
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
に
よ
る
遺
跡
案
内
が
午
後

一
時
半
か
ら
あ
る
と
い
う
。
所
要
時
間
に
応
じ
て
い
く
つ
か
の
選
択
コ
ー
ス

が
用
意
さ
れ
る
。
Ａ
コ
ー
ス
を
選
ぶ
と
４
０
分
を
要
す
る
案
内
コ
ー
ス
を
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
人
と
回
る
。
今
日
は
依
頼
人
が
僕
一
人
な
の
で
た
っ
た
二
人

で
ゆ
っ
く
り
と
コ
ー
ス
を
巡
る
。
大
先
生
と
、
彼
の
こ
と
を
す
れ
違
っ
た
小

学
生
た
ち
が
呼
ん
だ
。
今
日
の
よ
う
な
ふ
つ
う
の
日
に
も
学
校
か
ら
教
師
に

引
率
さ
れ
た
一
ク
ラ
ス
の
子
ど
も
た
ち
が
や
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
コ
ー
ス

だ
け
で
も
歩
い
て
回
る
の
は
た
い
へ
ん
だ
。
今
日
は
ま
だ
曇
っ
て
い
る
か
ら

汗
ば
む
程
度
で
す
む
。
こ
こ
は
ゴ
ル
フ
場
に
な
る
は
ず
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、

過
去
の
大
切
さ
を
知
る
多
く
の
人
た
ち
が
国
を
動
か
し
、
今
後
も
長
く
調
査

し
保
存
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
引
き
受
け
て
く
れ

る
こ
の
人
は
、
こ
う
し
た
こ
と
の
お
も
し
ろ
さ
に
は
ま
り
こ
ん
だ
人
の
よ
う

に
、
こ
と
の
い
き
さ
つ
も
か
ら
め
て
豊
富
な
知
識
を
次
々
に
途
絶
え
る
こ
と

な
く
伝
え
て
く
れ
る
。
青
谷
町
遺
跡
展
示
館
は
月
曜
休
み
だ
が
遺
跡
が
公
園

に
で
も
な
っ
て
い
れ
ば
今
日
の
う
ち
に
と
思
っ
て
町
へ
向
か
う
。
役
場
で
聞

く
と
遺
跡
は
埋
め
戻
し
て
特
に
見
る
よ
う
な
も
の
は
な
い
と
い
う
。
泊
ま
る

と
こ
ろ
を
探
し
て
い
て
関
金
温
泉
で
い
い
と
こ
ろ
を
見
つ
け
た
。
や
す
ら
ぎ

の
里
せ
き
が
ね
振
興
公
社
ゆ
ら
り
。

７
月

（
火
）
晴
れ
。
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鳥
取
県
青
谷
町
遺
跡
展
示
館
、
大
阪
府
森
ノ
宮
遺
跡
展
示
室
、
自
宅
。

今
朝
は
早
め
に
出
て
青
谷
町
遺
跡
展
示
館
駐
車
場
で
九
時
の
開
館
を
待

つ
。
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
よ
る
と
、
こ
の
遺
跡
が
発
掘
さ
れ
た
場
所
は
こ
こ
か

ら
す
ぐ
近
く
の
、
国
道
（
青
谷
・
羽
合
線
―
現
在
は
緑
色
の
道
路
表
示
板
を

使
う
自
動
車
専
用
道
路
と
し
て
開
通
し
、
進
入
表
示
に
は
「
山
陰
道
」
と
あ

る
。
）
の
建
設
予
定
地
だ
っ
た
。
遺
跡
は
弥
生
時
代
の
初
め
頃
か
ら
そ
の
終



末
ま
で
の
約
５
０
０
年
間
続
い
た
。

展
示
室
に
は
大
き
な
部
屋
が
１
つ
当
て
ら
れ
る
。
出
土
品
に
は
木
製
品
が

多
い
。
木
製
の
高
坏
と
、
そ
れ
に
よ
く
似
た
か
た
ち
の
土
器
が
展
示
さ
れ
て

い
る
。
「
土
器
の
か
た
ち
に
似
せ
た
木
製
品
」
と
あ
る
が
、
土
器
の
方
が
似

せ
て
作
ら
れ
後
々
ま
で
残
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
木
製
高
坏
は
回
転
ろ
く

ろ
と
鉄
製
工
具
を
使
っ
た
挽
き
物
ら
し
い
と
い
う
。
弥
生
土
器
に
も
回
転
台

の
よ
う
な
も
の
を
成
形
に
使
っ
て
い
た
と
し
た
ら
、
そ
の
こ
と
は
、
か
た
ち

や
文
様
が
縄
文
土
器
と
大
き
く
違
っ
た
一
つ
の
説
明
に
な
る
。

「
木
製
の
琴
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
ど
う
弦
を
張
っ
た
の
か
よ
く
わ
か
ら

な
い
か
ら
た
だ
の
箱
の
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
琴
の
板
に
は
、
５
匹
の
四
つ

足
の
動
物
が
刻
ま
れ
て
い
る
。特
徴
を
捉
え
て
簡
略
に
描
い
た
動
物
の
姿
は
、

古
墳
時
代
の
銅
鐸
に
浮
き
出
る
か
た
ち
の
描
き
方
と
す
で
に
よ
く
似
て
い

る
。「
ち
ょ
う
な
」
で
表
面
を
平
ら
に
し
た
大
き
な
板(

長
さ2.6m

の
杉
板)

が
出
た
と
い
う
。
ま
ず
杭
を
何
本
も
う
ち
こ
ん
で
お
よ
そ
の
厚
み
の
板
材
を

割
り
出
す
。
そ
れ
か
ら
ち
ょ
う
な
で
表
面
を
き
れ
い
に
削
る
。
近
づ
い
て
よ

く
見
る
と
、
確
か
に
浅
く
幅
広
い
す
く
い
あ
と
が
一
面
に
並
ん
で
い
る
。
薄

い
板
を
使
っ
た
「
曲
げ
物
」
が
あ
る
。
指
物
の
箱
が
あ
る
。
細
木
を
何
本
も

並
べ
て
通
し
た
透
か
し
窓
？
が
あ
る
。
当
時
の
木
工
技
術
は
相
当
に
高
か
っ

た
の
だ
と
展
示
は
説
明
し
て
い
る
。
溝
の
中
か
ら
多
数
の
人
骨
が
出
た
。
中

に
は
殺
傷
痕
の
あ
る
骨
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。
非
常
に
珍
し
い
こ
と
に
、
頭

蓋
骨
の
中
に
残
っ
て
い
た
脳
が
３
点
発
見
さ
れ
た
。
こ
れ
は
氷
温
保
存
を
し

て
い
る
と
い
う
。

九
時
四
十
五
分
に
展
示
館
を
出
て
大
阪
に
向
か
う
。
中
国
道
の
院
庄

Ic

ま
で
に
ど
れ
ほ
ど
時
間
が
か
か
る
か
心
配
だ
っ
た
が
１
１
時
過
ぎ
に
は
高
速

道
に
入
り
、
な
ん
と
か
森
ノ
宮
遺
跡
展
示
室
に
着
い
た
。
街
は
焼
け
る
よ
う

に
暑
い
。

大
き
な
ビ
ル
の
一
角
に
小
さ
な
展
示
室
は
設
け
ら
れ
て
い
る
。
た
ぶ
ん
、



こ
の
ビ
ル
や
周
辺
の
開
発
の
際
に
文
化
財
保
存
の
た
め
の
発
掘
調
査
が
行
わ

れ
た
の
だ
。後
期
か
ら
晩
期
に
か
け
て
の
深
鉢
が
三
つ
と
晩
期
の
浅
鉢
一
つ
、

そ
れ
に
「
舟
状
椀
」
と
表
示
さ
れ
た
浅
鉢
が
あ
る
。
ど
れ
も
実
際
に
出
土
し

た
部
分
は
わ
ず
か
な
よ
う
だ
が
巧
み
に
か
た
ち
を
復
元
し
て
い
る
。

パ
ネ
ル
「
縄
文
時
代
の
森
ノ
宮

森
ノ
宮
に
人
が
住
み
は
じ
め
た
の
は
、

縄
文
中
期
（
約5000

年
前
）
で
し
た
。
縄
文
後
期
（
約4000

年
前
）
に
入

る
と
、
マ
ガ
キ
の
貝
塚
が
つ
く
ら
れ
、
貝
層
中
の
動
物
や
魚
の
骨
、
貝
殻
か

ら
、
当
時
の
食
生
活
を
し
の
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
出
土
し
た
土
器
の
型
式

に
よ
っ
て
、
瀬
戸
内
文
化
圏
に
は
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
広
く
九
州
や
関
東

と
の
交
流
が
認
め
ら
れ
る
土
器
も
出
て
い
ま
す
。
縄
文
晩
期
（
約

3000

年

前
）
か
ら
あ
と
は
、
前
面
の
海
が
淡
水
化
し
、
貝
塚
も
セ
タ
シ
ジ
ミ
を
主
体

と
し
た
も
の
へ
と
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。
土
器
の
中
に
は
、
全
国
的
な
影

響
を
も
っ
た
、
東
北
地
方
の
土
器
も
入
っ
て
き
て
い
ま
す
。
貝
塚
は

50

ｍ

×

50

ｍ
と
西
日
本
最
大
を
誇
っ
て
い
ま
す
が
、
第
１
次
か
ら
第
４
次
ま
で

の
調
査
で
は
、
ま
だ
住
居
跡
は
み
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。」

展
示
室
に
置
か
れ
た
チ
ラ
シ
の
説
明
に
よ
る
と
、
大
阪
平
野
に
は
河
内
湾

の
時
代
（
約5000

年
か
ら4000

年
前
）
と
河
内
潟
の
時
代
（
約3000

年

か
ら

2000

年
前
）
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
１
６
体
の
屈
葬
人
骨
が
み
つ
か
っ

て
い
る
と
い
う
。
近
畿
地
方
の
中
心
に
大
き
な
縄
文
遺
跡
が
あ
っ
た
の
だ
。

巨
大
な
都
会
の
真
ん
中
で
、
す
で
に
地
上
の
ほ
と
ん
ど
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
と

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
で
固
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
が
地
下
深
く
に
は
縄
文
人
の
痕
跡

が
確
実
に
残
さ
れ
て
い
る
。

パ
ネ
ル
「
森
ノ
宮
遺
跡
の
地
形
と
そ
の
歴
史
的
環
境
」
を
見
る
。
こ
れ
は

こ
の
辺
り
の
過
去
の
重
層
的
な
絵
地
図
だ
。
一
帯
に
は
難
波
京
の
条
坊
が
大

き
く
重
な
っ
て
、
こ
こ
は
そ
の
左
の
条
に
あ
た
る
。
遺
跡
の
東
側
に
は
現
在

の
大
阪
環
状
線
が
通
り
、
す
ぐ
そ
ば
に
森
の
宮
駅
が
あ
る
。
駅
か
ら
道
路
を

へ
だ
て
て
こ
ち
ら
側
に
森
之
宮
神
社
が
あ
る
。
い
ま
は
周
囲
に
押
さ
れ
て
か



な
り
小
さ
く
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
が
、こ
れ
が
地
名
の
由
来
ら
し
い
。

こ
の
お
宮
は
い
つ
頃
か
ら
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

夕
方
に
帰
宅
。

※

※

※
※

メ

モ

※

※

※

※

一
、
縄
文
遺
跡
の
そ
ば
に
は
よ
く
神
社
が
あ
る
。
こ
れ
は
た
ま
た
ま
そ
う
な

っ
た
か
、あ
る
い
は
遠
い
か
す
か
な
記
憶
の
細
い
糸
の
よ
う
な
継
続
か
。（h16

-07
-16

）

二
、
ま
ち
（
土
地
）
に
よ
っ
て
縄
文
土
器
が
た
く
さ
ん
見
ら
れ
た
り
見
ら
れ

な
か
っ
た
り
す
る
。
ほ
ん
の
か
け
ら
だ
け
が
展
示
さ
れ
て
い
た
り
、
弥
生
時

代
の
直
前
に
初
め
て
縄
文
時
代
晩
期
の
土
器
が
わ
ず
か
に
出
て
い
た
り
す

る
。
縄
文
人
が
住
ん
で
い
な
か
っ
た
か
、
人
口
密
度
が
極
端
に
低
か
っ
た
か
、

あ
る
い
は
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
か
。
そ
れ
と
も
、
発
掘
さ
れ
た
出

土
品
の
整
理
は
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
ま
ち
（
地
域
）
の
特
色
と
し
て

歴
史
上
の
重
点
が
別
の
時
代
に
あ
る
か
ら
結
果
と
し
て
訪
問
者
に
は
目
立
た

な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。（h16

-07
-17
)

三
、
７
月

日
（
月
）
愛
知
県
陶
磁
資
料
館
へ
行
く
。
「
土
と
炎
の
芸
術

-

19

世
界
の
土
器
」
展
を
見
る
。
展
示
室
の
写
真
撮
影
は
で
き
な
か
っ
た
。
日
本

の
縄
文
・
弥
生
土
器
の
ほ
か
、
中
国
、
東
南
ア
ジ
ア
、
イ
ン
ド
、
中
近
東
、



南
米
の
土
器
。
土
器
の
側
面
に
粘
土
を
押
し
つ
け
た
り
、
貼
り
付
け
た
り
、

刻
ん
だ
り
し
て
文
様
な
ど
を
凹
凸
に
よ
り
表
現
し
た
も
の
は
ほ
ん
の
わ
ず
か

だ
っ
た
。
口
辺
を
波
打
た
せ
た
り
突
起
で
飾
る
も
の
は
な
い
。
こ
の
展
示
で

見
る
と
、
側
面
な
ど
の
文
様
は
彩
文
が
一
般
的
な
の
だ
。（h16

-07
-21
)


