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プログラム

12月18日（土）

11 : 00～11 : 05 開会挨拶 湯山　賢一 文化庁文化財部文化財鑑査官

11 : 05～11 : 35 基調講演

「文化財を支える選定保存技術について」渡邊　明義 前・（独）文化財研究所理事長

事例報告

11 : 35～11 : 50「祭屋台等製作修理技術者会」 深見　茂 祭屋台等製作修理技術者会会長

11 : 50～12 : 05「昭和村からむし生産技術保存協会」 星　為夫 昭和村からむし生産技術保存協会会長

12 : 05～12 : 20「雅楽管楽器製作修理」 山田　全一 雅楽器師

12 : 20～13 : 30 休憩

13 : 30～14 : 00「文化財修復への取組みについて」 赤尾　栄慶 京都国立博物館文化資料課保存修理指導室長

（パネル展示／ビデオ上映／体験コーナー　11 : 00～17 : 00）

12月19日（日）

事例報告

10 : 30～11 : 00「京都市における文化財の保護について」石 了 京都市文化市民局文化部文化財保護課長

11 : 00～11 : 15「文化財庭園保存技術」 片石　高幸 文化財庭園保存技術者協議会

11 : 15～11 : 30「阿波藍製造技術」 佐藤　昭人 阿波藍製造技術保存会会長

11 : 30～11 : 45「装 技術による文化財の修復」 坂田　雅之 国宝修理装 師連盟理事

11 : 45～12 : 00「日光社寺文化財」 澤田　了司（財）日光社寺文化財保存会

（パネル展示／ビデオ上映／体験コーナー　10 : 30～15 : 00）
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3 開会挨拶

本
日
は
、「
文
化
財
保
存
技
術
二
○
○
四

伝
統
的
な
文
化
財
を
守
り
伝
え
る
『
伝
統
の
名
匠
』」
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に

多
く
の
皆
様
に
御
来
場
い
た
だ
き
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

文
化
庁
で
は
、
昭
和
五
十
（
一
九
七
五
）
年
の
『
文
化
財
保
護
法
』
の
改
正
以
来
、
文
化
財
の
保
存
に
欠
く
こ
と
の
で

き
な
い
技
術
又
は
技
能
で
保
存
の
措
置
を
講
じ
る
必
要
の
あ
る
も
の
を
「
選
定
保
存
技
術
」
に
選
定
し
、
そ
の
保
持
者
及

び
保
存
団
体
を
認
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
技
の
保
護
と
次
世
代
へ
の
継
承
に
努
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。

現
在
、
保
持
者
五
十
一
名
、
保
存
団
体
二
十
三
団
体
が
認
定
さ
れ
て
お
り
、
日
夜
、
こ
れ
ら
の
技
の
保
存
と
向
上
、

伝
承
者
養
成
及
び
技
術
保
存
記
録
の
作
成
等
に
ご
尽
力
い
た
だ
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
保
持
者
、
保
存
団
体
、
並
び

に
本
日
ご
出
席
の
文
化
財
関
係
者
の
皆
様
方
が
相
互
に
交
流
を
深
め
て
、
さ
ら
に
連
携
を
強
化
し
て
い
た
だ
く
と
と
も

に
、「
選
定
保
存
技
術
」
が
国
民
の
間
に
広
く
普
及
す
る
機
会
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
事
業
は
、
有
形
・
無
形
の
文
化
財
の
保
存
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
「
選
定
保
存
技
術
」
の
存
在
を
広
く
普
及
・

啓
発
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
が
、
今
回
は
、
河
合
文
化
庁
長
官
が
提
唱
し
、
昨
年
度
か
ら
実
施
し
て
お
り
ま
す
「
関
西

元
気
文
化
圏
」
の
共
催
事
業
と
し
て
開
催
い
た
し
ま
す
。

ま
た
、
平
成
十
六
年
十
二
月
十
七
日
に
世
界
遺
産
「
古
都
京
都
の
文
化
財
」
が
登
録
十
周
年
を
迎
え
、
広
く
国
民
が
世

界
遺
産
を
含
む
京
都
の
文
化
財
を
再
認
識
す
る
契
機
と
す
る
た
め
「
世
界
遺
産
十
周
年
記
念
事
業
」
を
実
施
し
て
お
り
ま

す
が
、
本
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
そ
の
関
連
事
業
と
し
て
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
た
い
へ
ん
喜
ば
し
く
思
っ

て
お
り
ま
す
。

本
日
と
明
日
の
二
日
間
に
か
け
て
こ
の
会
場
で
は
、
基
調
講
演
や
文
化
財
修
理
の
現
場
や
保
持
者
及
び
保
存
団
体
の

日
頃
の
活
動
に
お
け
る
事
例
報
告
を
お
話
し
い
た
だ
き
ま
す
。「
選
定
保
存
技
術
」
を
め
ぐ
る
現
状
及
び
課
題
に
つ
い
て

共
通
理
解
を
進
め
、
保
持
者
や
保
存
団
体
を
は
じ
め
、
研
究
者
や
行
政
関
係
者
、
そ
し
て
文
化
財
に
関
心
を
持
つ
多
く

の
方
々
に
問
題
意
識
を
共
有
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
隣
の
会
場
で
は
保
存
団
体
の
活
動
を
紹
介
す
る
た
め
の
展
示
・
写
真
パ
ネ
ル
、
ビ
デ
オ
上
映
、
体
験
コ
ー
ナ

ー
を
設
け
、
よ
り
具
体
的
に
「
選
定
保
存
技
術
」
に
対
す
る
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
こ
う
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
ぜ
ひ
、

こ
ち
ら
に
も
お
立
ち
寄
り
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
事
業
の
開
催
に
御
協
力
い
た
だ
い
た
京
都
市
、
京
都
市
教
育
委
員
会
、
独
立
行
政
法

人
国
立
博
物
館

京
都
国
立
博
物
館
、
全
国
文
化
財
保
存
技
術
連
合
会
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
団
体
の
皆
様
に
心
か
ら
感

謝
を
申
し
上
げ
て
、
開
会
の
あ
い
さ
つ
と
い
た
し
ま
す
。

開
会
挨
拶

文
化
庁
文
化
財
部
文
化
財
鑑
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官
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一



目
に
み
え
る
文
化
、
目
に
み
え
な
い
文
化

私
が
文
化
財
保
護
の
世
界
に
は
い
り
ま
し
た
の
は
四
十
年
前

で
す
。
学
校
で
美
術
を
教
わ
り
、
卒
業
後
、
文
化
財
保
護
委
員

会
と
い
う
役
所
に
入
所
し
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
、
文
化
財
保
護

委
員
会
の
美
術
工
芸
課
に
は
修
理
と
い
う
部
門
が
あ
り
、
そ
こ

に
配
属
さ
れ
た
の
が
文
化
財
保
存
と
の
か
か
わ
り
の
最
初
で
し

た
。
そ
の
お
か
げ
を
も
ち
ま
し
て
、
京
都
へ
た
び
た
び
出
張
し

ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
の
京
都
は
現
在
の
様
子
と
は
ま
っ
た
く
異

な
り
、
い
わ
ゆ
る
町
屋
が
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
ま
し
た
。
現
在

で
は
、
町
屋
は
ど
ん
ど
ん
少
な
く
な
り
新
し
い
ビ
ル
が
立
ち
並

ん
で
い
ま
す
。

二
年
ほ
ど
前
、
私
ど
も
の
役
所
の
視
察
で
京
都
に
き
て
市
役

所
の
方
々
と
お
会
い
し
た
と
き
、
市
役
所
の
方
が
修
学
旅
行
生

か
ら
「
京
都
に
は
お
寺
し
か
な
い
ん
で
す
か
？
」
と
い
わ
れ
た

と
い
う
こ
と
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
は

普
通
の
感
覚
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
一
般
的
に
京
都

で
文
化
を
伝
え
る
も
の
は
、
お
寺
や
神
社
で
す
。
し
か
し
、
文

化
に
は
目
に
み
え
る
部
分
と
み
え
な
い
部
分
が
あ
り
ま
す
。
京

都
の
町
の
生
活
全
体
を
文
化
と
す
る
と
、
私
ど
も
が
知
っ
て
い

る
の
は
観
光
対
象
と
な
っ
て
い
る
表
向
き
の
ほ
ん
の
わ
ず
か
で

す
。隠
れ
て
い
て
目
に
み
え
な
い
部
分
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

そ
れ
が
京
都
を
つ
く
っ
て
い
る
気
が
し
ま
す
。

京
都
と
い
う
町
は
千
年
の
間
、政
治
と
文
化
の
中
心
で
し
た
。

そ
の
間
に
蓄
積
さ
れ
た
目
に
み
え
る
遺
産
は
相
当
な
も
の
で

す
。
指
定
品
の
目
録
を
た
ど
れ
ば
一
目
瞭
然
で
す
。
歴
史
が
現

代
に
生
き
て
い
る
こ
と
を
如
実
に
示
す
も
の
が
目
に
み
え
る
文

化
遺
産
で
す
が
、
目
に
み
え
な
い
部
分
が
あ
り
ま
す
。
目
に
み

え
な
い
部
分
は
、
い
わ
ゆ
る
日
常
の
生
活
の
な
か
で
生
き
て
い

る
部
分
で
す
。

た
と
え
ば
、
た
く
さ
ん
の
寺
院
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
ら
は

一
定
の
文
化
単
位
と
そ
の
生
活
の
「
型
」
を
も
ち
、
そ
れ
を
保

持
し
て
い
ま
す
。
お
坊
さ
ん
の
生
活
は
け
っ
し
て
昔
ど
お
り
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
立
派
な
車
に
乗
っ
て
町
を
走
っ
て
い
る
方
も

い
ま
す
。
し
か
し
、
宗
教
的
な
儀
式
や
修
業
に
は
一
定
の
基
準

が
あ
り
、
そ
れ
を
崩
す
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。
ま
た
、
京
都
で
は

芸
能
が
発
達
し
、
日
本
文
化
に
幅
広
く
普
及
し
て
い
ま
す
。
そ

の
一
つ
が
能
で
あ
り
狂
言
、
舞
踊
、
茶
の
湯
で
す
が
、
こ
れ
ら

に
も
伝
統
的
な
型
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
文
化
単
位
が
入
り

混
じ
っ
て
現
存
し
、
活
動
し
て
い
ま
す
。
ま
た
伝
統
的
な
生
業

も
残
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
み
え
が
た
い
部
分
を
も
っ
て
い

ま
す
。

さ
て
、
京
都
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
祭
り
が
あ
り
ま
す
。
祇
園
祭

は
そ
の
代
表
で
す
が
、
こ
れ
は
町
衆
が
支
え
た
文
化
で
す
。
面

白
い
こ
と
に
、
京
都
で
は
、
お
公
家
さ
ん
の
文
化
、
武
家
の
文

化
、
町
衆
の
文
化
が
入
り
混
じ
っ
て
、
渾
然
と
し
て
生
き
続
け

て
い
ま
す
。
こ
れ
が
京
都
の
文
化
の
伝
統
の
姿
で
す
。
伝
統
文

化
は
常
に
現
代
に
生
き
て
い
る
も
の
で
、現
代
そ
の
も
の
で
す
。

そ
の
集
約
の
姿
を
京
都
に
色
濃
く
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

文
化
を
支
え
る
も
の
、
も
の
を
支
え
る
技
術

重
要
な
点
は
、
こ
う
し
た
京
都
の
生
き
て
い
る
文
化
を
生
か

し
て
い
る
も
の
は
な
に
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
文
化
を
支
え

る
も
の
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
〝
も
の
〞
が
あ
り
ま
す
。
儀
式
に
は

一
定
の
次
第
が
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
道
具
を
使
い
ま
す
。
身
に

つ
け
る
衣
も
、
昔
な
が
ら
の
形
式
と
様
式
を
継
承
し
た
も
の
が

不
可
欠
で
す
。
こ
の
こ
と
は
芸
能
に
お
い
て
も
同
じ
で
す
。
能

は
昔
の
よ
う
に
面
を
つ
け
、
狩
衣
や
小
袖
を
つ
け
、
囃
子
方
を

控
え
さ
せ
て
演
じ
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
ら
の
方
々
も
皆
、
楽
器
や

お
道
具
を
使
い
ま
す
。

文
化
財
を
支
え
る

選
定
保
存
技
術
に

つ
い
て前

・（
独
）文
化
財
研
究
所
理
事
長
　

渡
邊
　
明
義

基
調
講
演
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茶
の
湯
も
精
神
文
化
の
一
つ
で
す
が
、
こ
れ
は
一
つ
の
空
間

を
つ
く
る
こ
と
が
必
要
で
、
お
掛
物
や
茶
碗
、
茶
杓
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
も
の
が
そ
こ
に
出
入
り
し
ま
す
。
そ
れ
ら
の
も
の
に
よ

っ
て
茶
の
湯
の
文
化
が
象
徴
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
は
、
そ
こ
に
は
必

ず
技
術
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
文
化
の
神
髄
は
無

形
の
も
の
で
、精
神
の
働
き
の
な
か
に
伝
統
が
生
き
て
い
ま
す
。

そ
の
伝
統
が
生
き
て
い
く
た
め
に
は
、〝
も
の
〞
が
必
須
で
す
。

も
の
の
傍
ら
に
は
、
そ
れ
を
つ
く
り
だ
す
技
術
が
必
ず
あ
り
ま

す
。
そ
の
技
術
が
一
つ
の
体
系
を
も
つ
と
「
型
」
と
な
り
ま
す
。

よ
く
、
伝
統
と
は
な
に
か
、
と
問
わ
れ
ま
す
が
、
伝
統
と
は
継

承
さ
れ
て
こ
そ
伝
統
で
す
が
、
で
は
、
な
に
が
継
承
さ
れ
る
の

で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
な
か
な
か
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
伝
統

の
な
か
に
は
、〝
も
の
〞
と
し
て
継
承
可
能
な
も
の
と
〝
も
の
〞

と
し
て
は
継
承
不
可
能
な
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
無
形
文

化
は
後
者
に
属
し
ま
す
が
、
こ
れ
に
も
継
承
可
能
な
も
の
が
あ

り
、
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
型
」
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
私
が
申
し

て
い
る
技
術
で
す
。
あ
え
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
申
し
ま
し
た

の
は
、
こ
れ
か
ら
先
の
お
話
の
た
め
の
準
備
で
す
。

わ
が
国
の
有
形
文
化
財
と
世
界
文
化
遺
産
の
と
ら
え
方

文
化
財
・
文
化
遺
産
は
、
法
律
的
に
は
い
ろ
い
ろ
区
別
さ
れ

て
い
ま
す
（
図
１
）。
ま
ず
、
大
き
く
は
有
形
文
化
財
と
無
形

文
化
財
の
二
つ
が
あ
り
ま
す
。
有
形
文
化
財
に
は
建
造
物
や
美

術
工
芸
品
な
ど
が
含
ま
れ
ま
す
。
こ
の
建
造
物
の
な
か
に
は
、

伝
統
的
建
造
物
と
い
っ
て
集
合
的
に
と
ら
え
て
い
る
も
の
も
あ

り
ま
す
。
一
方
、
無
形
文
化
財
に
は
芸
能
・
工
芸
技
術
が
含
ま

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
無
形
文
化
財
に
か
ん
し
て
、
最
近
で
は
技

術
の
部
分
を
重
要
視
す
る
こ
と
で
、
文
化
財
の
保
存
技
術
と
し

て
選
定
保
存
技
術
も
加
え
て
い
ま
す
（
選
定
保
存
技
術
保
持
者

と
選
定
保
存
技
術
保
存
団
体（
図
2
）が
選
定
さ
れ
て
い
ま
す
）。

こ
の
選
定
保
存
技
術
に
つ
い
て
は
法
律
上
の
取
扱
い
は
無
形
文

化
財
な
ど
と
は
若
干
異
な
っ
て
い
ま
す
が
、
無
形
の
文
化
遺
産

と
し
て
の
技
術
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
し
て
、
文
化
財
に
よ
っ
て
、
そ
の
保
護
の
方
法
は
少
し
か

わ
っ
て
き
ま
す
。
有
形
文
化
財
は
〝
も
の
〞
と
し
て
現
代
に
存

在
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
保
存
を
す
る
こ
と

が
な
に
よ
り
も
重
要
で
す
。
保
存
が
あ
っ
て
こ
そ
活
用
が
生
じ

ま
す
。
し
か
し
、
無
形
文
化
財
は
、
な
か
な
か
有
形
文
化
財
の

よ
う
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
無
形
文
化
財
の
保
護
に
は
、
有
形
文

化
財
と
は
異
な
っ
た
手
法
が
必
要
で
す
し
、
異
な
っ
た
考
え
方

も
必
要
に
な
り
ま
す
。

わ
が
国
が
『
世
界
文
化
遺
産
条
約
』
に
加
わ
っ
て
最
初
に
法

隆
寺
、
姫
路
城
な
ど
が
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ

を
機
会
に
、
十
年
前
に
奈
良
で
『
文
化
遺
産
の
オ
ー
セ
ン
テ
ィ

シ
テ
ィ
（authenticity

）
概
念
に
つ
い
て
』
と
い
う
国
際
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。〝authenticity

〞
は
「
真
正

性
」
と
訳
し
て
い
ま
す
。
真
正
性
を
平
た
く
い
う
と
、「
本
物

で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
ど
の
程
度
古
い
本
物
の
部
分
が

保
持
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。文
化
遺
産
と
し
て
、

ど
こ
が
本
物
で
あ
る
か
を
見
き
わ
め
て
、そ
れ
を
維
持
継
承
し
、

現
代
に
活
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
こ
で
、
世
界
遺
産
は
次
の
四
条
件
に
よ
っ
て
厳
し
く
検
証

さ
れ
ま
す
。
四
つ
の
条
件
と
は
、
意
匠
、
材
料
、
美
術
、
そ
し

て
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
（setting
）
で
す
。setting

を
日
本
語
に

す
る
の
は
難
し
い
の
で
す
が
、
位
置
・
立
地
、
環
境
と
い
っ
た

と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。
た
と
え
ば
、
一
つ
の
建
物
が
あ
っ
た
と

し
ま
す
。
建
物
は
時
代
に
よ
っ
て
住
む
人
も
か
わ
る
で
し
ょ
う

し
、
周
囲
の
環
境
も
か
わ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
か
ら
建
物
が
改

造
さ
れ
る
こ
と
は
よ
く
あ
り
ま
す
。
建
物
は
生
活
の
た
め
に
あ

る
も
の
で
す
か
ら
、
明
日
か
ら
冷
凍
庫
に
い
れ
て
保
存
し
よ
う

と
い
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
経
年
に
よ
っ
て
傷
ん
で
、
修

復
の
手
が
は
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
有
形
文
化

遺
産
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
き
た
の
か

が
問
題
に
な
り
ま
す
。
も
し
、
本
来
の
価
値
を
傷
つ
け
る
よ
う

な
修
理
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
文
化
遺
産
と
し
て
の

価
値
を
お
お
い
に
減
額
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、

ほ
ん
と
う
に
価
値
の
あ
る
部
分
が
ど
の
程
度
保
存
さ
れ
て
い
る

の
か
と
い
う
こ
と
を
実
証
す
る
た
め
に
、
意
匠
や
使
わ
れ
て
い

る
材
料
が
吟
味
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
文
化
遺
産
の
修
理
に
は

意
匠
の
改
変
を
行
わ
ず
、
同
種
の
材
料
を
用
い
て
修
理
し
ま
し

ょ
う
と
い
う
約
束
事
が
誕
生
し
ま
し
た
。

ま
た
、
修
理
の
技
術
に
つ
い
て
も
、
新
し
い
技
術
が
古
い
技

術
の
な
か
に
は
い
り
こ
む
こ
と
は
、
構
造
的
に
大
き
な
変
化
を

も
た
ら
す
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
そ
う
す
る
と
価
値
が
変

化
す
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
意
匠
、
材
料
、
技
術
を
た
い
せ

つ
に
す
る
所
以
で
す
。setting

の
た
い
せ
つ
さ
は
、
も
の
の
場

所
を
移
し
か
え
て
し
ま
う
場
合
を
考
え
る
と
よ
く
わ
か
る
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
は
、
も
の
の
あ
り
方
の
変
更
を
意
味
し
ま
す
。

建
物
の
機
能
や
用
途
は
、
そ
れ
が
建
設
さ
れ
た
環
境
の
な
か
で

意
味
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
建
物
が
本
来
の
場
所

か
ら
ほ
か
に
か
わ
る
と
い
う
こ
と
は
建
物
の
文
化
性
と
歴
史
性

の
重
要
な
変
更
と
な
る
の
で
す
。
そ
れ
は
全
体
的
な
価
値
の
う

え
で
、
好
ま
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

真
正
性
を
無
形
文
化
財
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い

有
形
文
化
財
に
つ
い
て
は
、
そ
の
も
の
の
あ
り
方
、
価
値
の

あ
り
方
を
い
ろ
い
ろ
吟
味
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
奈
良
で
の

国
際
会
議
の
成
果
は
、
そ
れ
を
一
つ
の
固
定
的
な
価
値
基
準
で

吟
味
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
が
属
す
る
文
化
の
な
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6伝統的な文化財を守り伝える「伝統の名匠」

有形文化財 重要文化財 指定 

登録 

指定 

登録有形文化財 

重要無形文化財 

※保存と活用が特に必要なものを登録 

登録 登録有形民俗文化財 

※保存と活用が特に必要なものを登録 

※重要なものを重要文化財に、世界文化の見地から価値の高いもので、 
　たぐいない国民の宝たるものを国宝に指定 

登録 登録記念物 

※保存と活用が特に必要なものを登録 

※重要なものを重要無形文化財に指定 

※特に重要なものを重要無形民俗文化財に指定 

※特に重要なものを重要有形民俗文化財に指定 

※重要なものを史跡に、特に重要なものを特別史跡に指定 

※重要なものを名勝に、特に重要なものを特別名勝に指定 

※重要なものを天然記念物に、特に重要なものを特別天然記念物に指定 

重要なもの 文化財の種類 

国　宝 

特に価値の高いもの 

史　跡 指定 特別史跡 

名　勝 指定 特別名勝 

天然記念物 指定 特別天然記念物 

［建造物］ 
［美術工芸品］ 
絵画、彫刻、工芸品、書跡、 
典籍、古文書、考古資料、 
歴史資料等 

無形文化財 指定 

［芸能・工芸技術］ 

選定保存技術 文化財の保存技術 選定 

［文化財の保存に必要な材料製作、修理・修復の技術等］ ※保存の措置を講ずる必要があるものを選定保存技術として選定 

※わが国にとって価値が特に高いものを重要伝統的建造物群保存地区として選定 

※特に重要なものを重要文化的景観として選定 

埋蔵文化財 

重要無形民俗文化財 

民俗文化財 指定 

重要有形民俗文化財 

記念物 指定 

［遺跡］ 
貝塚、古墳、都城跡、旧宅等 
［名勝地］ 
庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳等 
［動物、植物、地質鉱物］ 

伝統的建造物群 
保存地区 

重要伝統的建造物群 
保存地区 

伝統的建造物群 
市町村が 
条例等により 
決定 

市町村の 
申出に基づき 
選定 

重要文化的景観 文化的景観 
都道府県又は 
市町村の申出に 
基づき選定 

［無形の民俗文化財］ 
衣食住・生業・信仰・年中行
事等に関する風俗習慣・民俗
芸能・民俗技術 
［有形の民俗文化財］ 
無形の民俗文化財に用いられ
る衣服・器具・家具等 

［地域における人々の生活又は生
業及び地域の風土により形成さ
れた景観地］ 
棚田・里山・用水路等 

［周囲の環境と一体をなして歴史
的風致を形成している伝統的な
建造物群］ 
宿場町・城下町・農漁村等 

文
化
財 

図1 わが国の文化財の体系図



か
で
考
え
よ
う
と
い
う
合
意
を
得
た
こ
と
で
す
。
日
本
に
は
日

本
の
文
化
の
考
え
方
、
あ
り
方
が
あ
り
ま
す
。
私
の
国
で
は
、

文
化
財
建
造
物
の
修
理
は
こ
の
よ
う
に
し
て
き
ま
し
た
と
い
う

一
つ
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
裏
づ
け
に
は
哲
学
が
あ
る
た

め
、
そ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
に
認
め
て
い
こ
う
と
い
う
合
意
が
成
立

し
ま
し
た
。
こ
れ
に
は
た
い
へ
ん
大
き
な
意
味
が
あ
り
、
今
で

も
、
こ
の
会
議
の
声
明
文
は
世
界
で
通
用
し
ま
す
。

そ
の
た
め
と
い
い
ま
す
か
、
逆
に
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
た

た
め
、
一
つ
の
大
き
な
波
紋
が
わ
が
国
に
生
じ
ま
し
た
。
そ
れ

は
、
こ
の
真
正
性
と
い
う
有
形
文
化
財
の
価
値
の
概
念
が
無
形

文
化
財
に
適
用
さ
れ
る
と
、
無
形
文
化
財
の
創
造
性
が
否
定
さ

れ
た
り
、
あ
や
う
く
な
り
か
ね
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
反
発
と

ま
で
は
い
い
ま
せ
ん
が
、
そ
の
よ
う
な
懸
念
が
も
た
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
無
形
文
化
財
は
身
体
を
通
し
て
表
現
さ
れ
て

い
る
も
の
で
す
。
し
か
も
、
無
形
文
化
は
現
代
の
文
化
で
す
か

ら
、
型
通
り
判
を
押
し
た
よ
う
に
次
か
ら
次
と
同
じ
も
の
を
生

み
だ
す
こ
と
は
無
理
で
す
。
そ
れ
で
は
生
き
生
き
と
し
た
価
値

が
生
じ
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
は
、
や
は
り
表
現
性
、
創
造
性
が
含

ま
れ
て
こ
そ
評
価
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
人
に
よ
り
、
時
代
に

よ
り
移
り
か
わ
っ
て
い
く
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
認
め

な
い
と
、
無
形
文
化
財
は
か
え
っ
て
衰
え
て
し
ま
い
ま
す
。
し

た
が
っ
て
、
無
形
文
化
財
に
は
有
形
文
化
財
に
お
け
る
よ
う
な

真
正
性
を
追
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

今
年
、
奈
良
で
『
有
形
文
化
遺
産
と
無
形
文
化
遺
産
の
統
合

を
目
指
し
て
』
と
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
無
形
文
化
財
に
対
し
て
、
真
正
性
の
概
念
は
適
用
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
が
合
意
さ
れ
ま
し
た
。
で
は
、
無
形
文
化
財

は
ど
う
な
っ
て
も
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

伝
統
と
は
技
術
を
継
承
す
る
こ
と

文
化
財
は
継
承
性
を
基
盤
と
し
て
い
ま
す
。
継
承
さ
れ
な
け

れ
ば
文
化
財
遺
産
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
継
承
と
い
う
言
葉
は
、

伝
統
と
い
う
言
葉
に
か
か
っ
て
き
ま
す
。
無
形
文
化
遺
産
は
、

伝
統
文
化
な
の
で
す
。

で
は
、
伝
統
と
は
い
っ
た
い
な
ん
な
の
で
し
ょ
う
か
。

無
形
文
化
財
が
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
存
在
し
続
け
る
に
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阿波藍製造技術保存会
〒771-1302 徳島県板野郡上板町七条字経塚42 上板町教育委員会内

浮世絵木版画彫摺技術保存協会
〒111-0041 東京都台東区元浅草3-7-6  株式会社高木蟹泡堂内

歌舞伎大道具（背景画）製作技術保存会
〒104-0041 東京都中央区新富2-8-1  金井大道具株式会社内

歌舞伎小道具製作技術保存会
〒111-0032 東京都台東区浅草6-2-6  藤浪小道具株式会社内

（社）全国社寺等屋根工事技術保存会
〒500-8483 岐阜県岐阜市加納東丸町2-20

昭和村からむし生産技術保存協会
〒966-0215 福島県大沼郡昭和村大字佐倉字上ノ原1  からむし工芸博物館内

（財）日光社寺文化財保存会
〒321-1431 栃木県日光市山内2281

（財）文化財建造物保存技術協会
〒113-0033 東京都文京区本郷1-28-10  本郷TKビル 6階

全国文化財壁技術保存会
〒615-0885 京都府京都市右京区西京極午塚町58-1  梅川建設株式会社内

（財）日本民族工芸技術保存協会
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-2-2  東京商工会議所ビル内

国宝修理装 師連盟
〒604-0835 京都府京都市中京区御池通高倉西入高宮町216 グランフォルム御池204号

（財）日本美術刀剣保存協会
〒151-0053 東京都渋谷区代々木4-25-10

宮古苧麻績み（ブーンミ）保存会
〒906-0392 沖縄県宮古郡下地町字上地472-39  下地町教育委員会内

全国手漉和紙用具製作技術保存会
〒781-2128 高知県吾川郡伊野町波川287-4  高知県手すき和紙協同組合内

日本文化財漆協会
〒107-0052 東京都港区赤坂1-1-17  細川ビル511

日本うるし き技術保存会
〒028-6805 岩手県二戸郡浄法寺町大字浄法寺字下前田37-4  浄法寺町教育委員会内

文化財庭園保存技術者協議会
〒600-8361 京都府京都市下京区大宮通花屋町上ル
非営利特定法人みどりのまちづくり研究所内

木之本町邦楽器原糸製造保存会
〒529-0431 滋賀県伊香郡木之本町大字木之本1757-6  木之本町教育委員会内

浅井町邦楽器原糸製造保存会
〒526-0204 滋賀県東浅井郡浅井町大字鍛冶屋348

祭屋台等製作修理技術者会
〒604-8156 京都府京都市中京区室町通蛸薬師下ル山伏山町554

（財）美術院
〒600-8146 京都府京都市下京区七条通高倉東入ル材木町476-1  NTT西日本
七条別館内

琉球藍製造技術保存会
〒905-0212 沖縄県国頭郡本部町字大浜874-1  本部町教育委員会社会教育課内

歌舞伎衣裳製作修理技術保存会
〒104-0041 東京都中央区新富2-2-8  松竹衣裳株式会社内

図2 選定保存技術保存団体名



は
、
継
承
さ
れ
続
け
る
こ
と
が
条
件
で
す
。
こ
の
伝
統
性
と
い

う
と
こ
ろ
に
真
正
性
に
か
わ
る
価
値
の
概
念
が
は
い
っ
て
き
ま

す
。
こ
の
伝
統
性
の
な
か
に
は
、
継
承
的
な
部
分
が
必
ず
あ
り

ま
す
。
人
間
の
活
動
に
は
必
ず
形
式
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
人
間

が
表
現
す
る
た
め
に
は
、
伝
統
の
な
か
に
必
ず
型
が
あ
る
は
ず

で
す
。
そ
の
型
の
見
え
方
、
表
れ
が
様
式
で
す
。
こ
の
こ
と
が
、

「
伝
統
と
は
な
に
か
」
を
証
す
る
大
き
な
要
因
と
な
り
ま
す
。

型
こ
そ
が
技
術
で
す
。
体
系
を
も
っ
て
い
る
も
の
が
文
化
と

し
て
の
技
術
で
す
。
体
系
を
も
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
継
承
が
可

能
な
の
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
伝
承
可
能
な
も
の
が
技
術
で

あ
り
、
伝
承
の
な
か
か
ら
一
定
の
技
術
体
系
が
つ
く
ら
れ
、
体

系
を
も
っ
た
が
ゆ
え
に
技
術
が
受
け
継
が
れ
て
い
く
の
で
す
。

そ
れ
に
よ
っ
て
伝
統
的
な
表
現
が
成
り
立
ち
ま
す
。

し
た
が
っ
て
無
形
文
化
財
の
真
正
性
の
問
題
は
、
こ
の
型
の

あ
り
方
と
質
の
問
題
で
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
の
意
味
で
無
形
文

化
財
に
関
し
て
も
真
正
性
を
検
証
す
る
方
法
が
あ
る
と
私
は
考

え
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
が
な
い
と
芸
術
活
動
一
般
と
区
別
す
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

有
形
文
化
財
で
も
そ
う
で
す
が
、
無
形
文
化
財
は
さ
ま
ざ
ま

な
〝
も
の
〞
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
る
よ
う
に
し
て
生
き
て
い
ま
す
。

能
を
舞
台
で
舞
う
に
は
、き
ち
ん
と
し
た
伝
統
的
衣
裳
を
つ
け
、

囃
子
方
を
つ
け
ま
す
。
必
ず
、
そ
の
よ
う
な
組
み
合
わ
せ
が
あ

り
ま
す
。
衣
裳
も
た
ん
に
着
物
で
あ
れ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
昔
の
型
式
と
様
式
に
則
っ
た
、
つ
ま
り
伝
統

的
な
〝
も
の
〞
を
使
っ
て
い
ま
す
。
真
正
性
を
平
た
く
い
え
ば

「
本
物
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
だ
と
述
べ
ま
し
た
。
本
物
ら
し

く
み
え
る
た
め
に
は
、
本
物
ら
し
い
〝
も
の
〞
と
こ
れ
を
つ
く

り
だ
す
技
術
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
そ
の
材
料
と
技
術
の
追
求

に
よ
っ
て
、
無
形
文
化
財
の
真
正
性
も
伝
承
さ
れ
て
い
く
の
で

す
。技

術
は
伝
統
・
文
化
の
真
正
性
を
支
え
る

こ
の
真
正
な
も
の
を
つ
く
り
だ
す
技
術
が
だ
ん
だ
ん
な
く
な

ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
近
代
以
来
、
新
し
い
技
術
が
は
い
り
こ

ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
伝
統
的
技
術
の
市
場
が
衰

弱
し
て
い
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
問
題
と
な
っ
て
、
選
定
保
存
技

術
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
伝
統
あ
る
い
は
文

化
の
真
正
的
な
部
分
の
持
続
を
助
け
る
も
の
が
、
選
定
保
存
技

術
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
資
材
、
そ
し
て
資
材
を

供
給
す
る
自
然
ま
で
に
も
目
を
向
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
わ
け

で
す
。

平
成
十
三
年
、
文
化
庁
で
伝
統
的
な
文
化
財
を
支
え
る
た
め

の
材
料
、
道
具
の
総
合
的
な
調
査
に
と
り
か
か
り
ま
し
た
。
二

千
項
目
に
達
す
る
と
い
う
た
い
へ
ん
大
規
模
な
調
査
で
し
た
。

そ
の
報
告
書
に
は
、
な
ん
と
か
や
っ
て
い
る
も
の
も
ま
だ
少
な

く
な
い
の
で
す
が
、
注
文
が
な
い
か
ら
や
め
た
と
か
、
仕
事
が

成
り
立
た
な
い
の
で
廃
業
し
た
と
か
い
う
記
述
も
み
ら
れ
ま
し

た
。
悲
痛
な
叫
び
で
す
。
伝
統
的
で
真
正
な
文
化
財
の
技
術
を

守
る
こ
と
が
、
だ
ん
だ
ん
と
圧
縮
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
あ
と
笙
を
つ
く
っ
て
お
ら
れ
る
山
田
さ
ん
の
お
話
が
ご

ざ
い
ま
す
が
、
同
じ
分
野
で
今
年
選
定
保
存
技
術
の
保
持
者
に

認
定
さ
れ
た
方
は
、
こ
う
い
っ
た
仕
事
は
後
継
者
を
つ
く
る
こ

と
が
難
し
い
と
い
う
よ
り
、
た
だ
も
の
を
つ
く
っ
て
い
た
だ
け

で
は
生
活
で
き
な
い
と
お
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
私
の
知
っ
て

い
る
ほ
か
の
技
術
者
も
、
選
定
保
存
技
術
に
認
定
さ
れ
た
か
ら

後
継
者
を
養
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
養
成
す
る
た

め
に
は
自
分
の
生
活
を
削
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
な
か
な
か
で

き
な
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

選
定
保
存
技
術
は
、
制
度
と
し
て
は
文
化
財
を
守
る
た
め
に

非
常
に
有
効
な
も
の
で
す
。
選
定
件
数
も
ふ
え
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
そ
の
人
た
ち
の
市
場
、
そ
の
人
た
ち
の
技
術
が
生
き
る

社
会
が
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
大
き
な
課
題
で

す
。
今
と
い
う
時
代
に
生
き
て
い
る
技
術
者
・
団
体
を
認
定
し

て
い
く
こ
と
は
可
能
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
先
、
そ
の
技
術
が
生

き
て
い
く
市
場
が
存
在
し
う
る
か
は
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
き

ま
す
。
そ
の
市
場
は
、
認
定
し
た
か
ら
情
勢
が
か
わ
る
と
い
う

単
純
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
や
は
り
、
文
化
活
動
そ
の
も

の
の
内
容
の
変
更
を
推
し
進
め
て
い
く
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
技

術
は
冷
凍
庫
の
な
か
に
保
存
し
て
お
く
わ
け
に
は
い
き
ま
せ

ん
。
生
き
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
は
、
日
本
の
文
化
全
体
が
そ
の

よ
う
な
方
向
に
動
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

文
化
庁
の
仕
事
は
、
最
近
た
い
へ
ん
拡
張
さ
れ
ま
し
た
。
行

政
対
象
も
〝
も
の
〞
中
心
か
ら
人
と
活
動
に
移
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
里
山
と
い
っ
た
自
然
環
境
に
ま
で
立
ち
入

ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
日
本
の
成
り
立
ち
を
根
拠
と

し
た
文
化
論
を
背
に
し
て
行
政
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で

す
。
た
だ
し
、
行
政
が
そ
の
よ
う
に
し
よ
う
と
し
て
も
、
現
実

が
動
か
な
け
れ
ば
意
味
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
実
と
し
て
の
文
化

を
動
か
し
て
い
く
の
は
市
民
、
つ
ま
り
皆
さ
ま
方
で
す
。
こ
れ

か
ら
の
皆
さ
ま
の
活
動
に
、
非
常
に
期
待
す
る
も
の
が
あ
り
ま

す
。
行
政
と
し
て
は
こ
う
し
た
事
業
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
で

み
え
が
た
い
文
化
が
表
に
現
れ
新
し
い
活
力
も
生
み
だ
さ
れ
る

と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
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祭
屋
台
等
製
作
修
理
技
術
者
会
の
会
長
を
務
め
て
お
り
ま
す

が
、
私
は
現
場
の
技
術
者
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
組
織
に
よ
っ

て
会
長
を
務
め
て
い
る
と
い
う
点
を
ご
了
承
い
た
だ
け
れ
ば
と

思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
私
ど
も
の
会
も
設
立
し
て
ま
だ
二
年
ほ

ど
で
す
の
で
、
宣
伝
を
か
ね
ま
し
て
、
ど
の
よ
う
な
活
動
を
し

て
い
る
か
を
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

組
織
の
沿
革

二
十
年
ほ
ど
前
に
全
国
山
・
鉾
・
屋
台
保
存
連
合
会
が
設
立

さ
れ
、
今
日
ま
で
続
い
て
い
ま
す
。
こ
の
全
国
山
・
鉾
・
屋
台

保
存
連
合
会
は
当
初
、
有
形
民
俗
文
化
財
と
無
形
民
俗
文
化
財

の
両
方
の
指
定
を
う
け
た
全
国
四
つ
の
祭
り
が
集
ま
っ
て
、
情

報
交
換
あ
る
い
は
研
究
交
流
を
目
的
に
、
親
睦
も
か
ね
て
発
足

し
ま
し
た
。
や
が
て
、
無
形
民
俗
文
化
財
の
指
定
を
う
け
て
い

る
さ
ま
ざ
ま
な
お
祭
り
に
も
加
入
し
て
い
た
だ
く
よ
う
に
し

て
、
平
成
十
六
年
十
二
月
現
在
、
正
会
員
二
十
五
団
体
、
準
会

員
二
団
体
、
合
計
二
十
七
団
体
で
構
成
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ

れ
が
祭
屋
台
等
製
作
修
理
技
術
者
会
の
母
体
で
す
。
そ
の
部
会

と
し
て
、
三
年
ほ
ど
前
の
平
成
十
三
年
八
月
に
、
当
技
術
者
会

が
発
足
し
、
平
成
十
四
年
七
月
八
日
に
選
定
保
存
技
術
保
存
団

体
と
し
て
認
定
を
う
け
、
現
在
に
い
た
っ
て
い
ま
す
。

歴
史
と
し
て
は
二
年
半
に
達
し
ま
せ
ん
が
、会
員
数
は
現
在
、

百
五
名
を
数
え
て
お
り
ま
す
。
本
部
は
京
都
市
の
財
団
法
人
祇

園
祭
山
鉾
連
合
会
の
事
務
局
内
部
に
ご
ざ
い
ま
す
。

会
の
特
色

隣
の
展
示
会
場
を
拝
見
し
て
い
ま
す
と
、
ほ
か
の
ほ
と
ん
ど

の
選
定
保
存
技
術
保
存
団
体
の
皆
さ
ま
が
同
一
技
術
の
保
存
団

体
で
あ
る
の
に
対
し
ま
し
て
、
当
技
術
者
会
は
染
織
、
木
工
、

金
工
、
漆
、
刀
剣
、
甲
冑
、
人
形
、
か
ら
く
り
、
そ
れ
か
ら
楽

器
と
い
っ
た
多
分
野
の
総
合
技
術
で
あ
る
点
が
特
色
で
す
。
祭

り
の
屋
台
や
山
車
、
山
鉾
は
、
今
述
べ
ま
し
た
よ
う
な
技
術
を

総
合
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
た
め
で
す
。

も
う
一
つ
の
特
色
は
、
各
地
の
伝
統
的
な
技
法
を
で
き
る
だ

け
活
か
す
こ
と
を
至
上
命
令
と
し
て
い
る
点
で
す
。
全
国
の
祭

り
関
係
の
会
・
組
織
が
結
集
し
て
団
体
を
設
立
し
た
と
し
て

も
、
一
種
の
中
央
集
権
管
理
と
な
る
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。

技
術
の
交
流
、
伝
統
の
交
換
が
い
か
に
行
わ
れ
る
に
し
て
も
、

各
地
の
伝
統
技
法
は
そ
の
ま
ま
保
存
し
て
も
ら
う
と
い
う
点
に

留
意
し
て
い
ま
す
。

研
修
実
績

わ
ず
か
二
年
半
の
活
動
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
ま
だ
申
し
上

げ
る
こ
と
も
あ
ま
り
な
い
の
で
す
が
、
年
二
回
な
い
し
三
回
、

各
会
か
ら
約
三
十
名
前
後
の
技
術
者
を
結
集
し
て
研
修
会
を
行

っ
て
お
り
ま
す
。
内
容
は
、
上
部
組
織
で
あ
る
全
国
山
・
鉾
・

屋
台
保
存
連
合
会
の
総
会
に
あ
わ
せ
て
行
う
も
の
と
、
有
形
民

俗
文
化
財
の
指
定
を
う
け
て
お
る
秩
父
、
高
山
、
京
都
、
さ
ら

に
は
輪
島
と
い
っ
た
拠
点
都
市
を
中
心
に
独
自
に
行
う
も
の
と

が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
二
日
な
い
し
三
日
を
か
け
て
い
ま
す
。
そ

こ
で
行
わ
れ
る
研
修
の
内
容
は
、
現
在
ま
で
は
染
織
品
、
木
工
、

漆
を
中
心
と
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
研
修
会
で
は
、
報

告
書
を
作
成
し
て
お
り
ま
す
。

さ
し
あ
た
り
、
来
年
は
金
工
品
を
中
心
に
行
い
た
い
と
相
談

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

今
後
の
展
望

そ
し
て
、
研
修
実
績
に
つ
い
て
は
、
文
化
庁
の
ご
指
導
も
仰

ぎ
な
が
ら
、
ほ
ぼ
三
段
階
を
考
え
て
お
り
ま
す
。
第
一
の
段
階

は
、
基
礎
研
修
事
業
と
い
っ
て
一
般
啓
発
水
準
で
す
。
技
術
者

祭
屋
台
等
製
作

修
理
技
術
者
会

祭
屋
台
等
製
作
修
理
技
術
者
会
会
長

深
見
　
茂

事
例
報
告

9 祭屋台等製作修理技術者会



の
み
な
ら
ず
、
極
端
に
申
せ
ば
、
通
り
が
か
り
の
方
も
お
は
い

り
い
た
だ
い
て
、
お
聴
き
く
だ
さ
っ
て
も
ご
理
解
い
た
だ
け
る

こ
と
を
目
指
し
た
、
啓
発
に
十
分
役
立
つ
よ
う
な
水
準
の
事
業

で
す
。
次
が
、
専
門
研
修
事
業
と
称
す
る
も
の
で
、
修
理
技
術

の
総
合
的
な
修
得
と
継
承
を
目
的
と
し
ま
す
。
こ
れ
に
は
か
な

り
力
を
い
れ
て
い
る
つ
も
り
で
す
。

第
三
の
段
階
は
、
技
術
保
存
事
業
で
す
。
つ
ま
り
、
特
殊
技

術
の
保
存
、
継
承
で
す
。
こ
れ
は
、
な
か
な
か
た
い
へ
ん
な
こ

と
で
す
。
多
人
数
を
集
め
て
、
短
時
間
で
ど
う
こ
う
で
き
る
も

の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
を
最
終
段
階
と
し
て
考
え
て

お
り
ま
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
こ
の
う
ち
の
第
一
と
第
二
、

つ
ま
り
基
礎
研
修
事
業
と
専
門
研
修
事
業
の
研
修
に
過
去
二
年

間
は
終
始
し
て
き
ま
し
た
。

そ
ろ
そ
ろ
、
た
と
え
ば
車
輪
製
作
技
術
（
車
輪
に
関
し
ま
し

て
は
本
日
も
展
示
い
た
し
て
お
り
ま
す
の
で
ご
覧
い
た
だ
け
れ

ば
幸
い
で
す
が
）、
綴
織
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
染
織
技
術
な
ど
を

中
心
に
し
て
、
最
高
の
最
終
段
階
に
は
い
り
た
い
と
考
え
て
い

る
次
第
で
す
。

な
お
、
そ
の
関
連
で
平
成
十
五
年
度
以
来
、
す
で
に
三
年
度

に
わ
た
っ
て
毎
年
二
名
ず
つ
文
化
庁
よ
り
採
択
さ
れ
て
い
る
新

進
芸
術
家
国
内
研
修
制
度
事
業
に
よ
っ
て
、
研
修
生
の
養
成
を

行
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
私
ど
も
の
技
術
者
会
に
と
っ
て

た
い
へ
ん
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

課
題
な
ら
び
に
問
題
点

当
技
術
者
会
の
う
ち
中
心
的
な
四
つ
な
い
し
五
つ
の
団
体

は
、
有
形
民
俗
文
化
財
と
無
形
民
俗
文
化
財
の
両
方
の
指
定
を

う
け
て
お
り
ま
す
の
で
、
先
ほ
ど
の
渡
邊
先
生
の
お
話
を
聞
い

て
非
常
に
身
に
つ
ま
さ
れ
ま
し
た
。
個
別
的
に
問
題
を
あ
げ
れ

ば
き
り
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん

が
、
一
般
論
と
し
て
二
点
だ

け
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
。

ま
ず
、
原
材
料
確
保
の
問

題
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、

当
技
術
者
会
の
み
な
ら
ず
ど

の
技
術
者
会
の
方
々
に
も
普

遍
的
な
問
題
で
し
ょ
う
。
私

も
ほ
か
の
お
祭
り
に
つ
い
て

は
詳
細
な
知
識
が
ご
ざ
い
ま

せ
ん
の
で
祇
園
祭
に
関
し
て

申
し
上
げ
ま
す
。
本
日
、
展

示
し
て
お
り
ま
す
車
輪
は
江

戸
時
代
末
に
つ
く
ら
れ
た

「
長
刀
鉾
」
の
も
の
で
、
現

在
で
は
使
用
し
て
い
ま
せ
ん

が
、
材
質
は
赤
樫
で
す
。

文
化
財
の
継
承
は
、
そ
れ

が
古
く
な
っ
て
故
障
し
た
も
の
を
新
調
す
る
と
き
、
必
ず
同
じ

素
材
を
使
う
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

長
刀
鉾
の
車
輪
を
修
理
す
る
た
め
に
は
、
赤
樫
を
探
す
必
要
が

あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
赤
樫
は
、
そ
の
方
面
の
方
々
は
ご
存
知

の
よ
う
に
、
か
ぎ
ら
れ
た
地
域
で
し
か
と
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、

赤
樫
は
祭
り
な
ど
、
あ
る
特
殊
な
用
途
に
の
み
使
わ
れ
る
も
の

で
あ
る
た
め
、
た
と
え
ば
材
木
屋
、
工
務
店
、
問
屋
さ
ん
に

「
赤
樫
の
五
、
六
年
乾
か
し
た
も
の
を
も
っ
て
き
て
く
れ
や
」

と
い
っ
て
も
、「
は
い
」
と
い
っ
て
す
ぐ
届
け
て
く
れ
る
も
の

で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
何
年
も
前
か
ら
確
保
し
て
乾

燥
さ
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
し
、
そ
の
乾
燥
中
に
虫
が
は
い

る
や
も
、
暴
れ
る
や
も
、
ひ
び
が
は
い
る
や
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
う
し
た
危
険
の
負
担
は
、
す
べ
て
工
務
店
や
材
木
屋
さ
ん
の

も
の
に
な
る
の
で
、
入
手
は
非
常
に
困
難
で
す
。
し
た
が
い
ま

し
て
、
価
格
の
問
題
以
前
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
が
ご
ざ
い
ま

す
。
正
直
い
っ
て
、
現
在
、
祇
園
祭
の
車
輪
の
な
か
に
は
、
ち

ょ
っ
と
白
樫
も
混
じ
っ
て
い
る
こ
と
を
告
白
せ
ざ
る
を
得
な
い

よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

今
日
、
い
わ
ゆ
る
環
境
保
全
、
生
物
資
源
の
確
保
も
不
可
欠

で
す
。
赤
樫
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
む
や
み
や
た
ら
に
切
り

倒
す
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。

実
を
申
し
ま
す
と
、
昭
和
の
半
ば
頃
に
合
成
材
で
車
輪
を
つ

く
る
と
い
う
考
え
が
で
て
、
現
実
に
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ

を
、
本
日
展
示
し
て
お
り
ま
す
長
刀
鉾
の
古
い
車
輪
と
と
も
に
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倉
庫
か
ら
運
び
だ
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
運
び
だ
し
た
と

き
、
江
戸
時
代
の
車
輪
は
頑
丈
な
ま
ま
で
び
く
と
も
い
た
し
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
合
成
材
の
車
輪
は
ば
ら
ば
ら
に
崩
壊
し
て
し

ま
っ
た
た
め
、
結
局
は
捨
て
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
で
、

赤
樫
と
い
う
材
質
、
そ
し
て
技
術
が
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
を

改
め
て
痛
感
し
た
次
第
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
が
い
つ
ま
で

確
保
で
き
る
か
問
題
で
す
。

も
う
一
つ
は
、
研
修
で
す
。
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
全
国
的
な

技
術
研
修
に
お
き
ま
し
て
は
、
一
方
で
、
皆
が
集
ま
っ
て
お
互

い
に
技
術
交
流
し
あ
う
こ
と
と
、
他
方
で
は
各
地
域
独
自
の
技

術
を
保
存
し
て
修
得
す
る
と
い
う
こ
と
と
の
、
い
わ
ば
両
者
の

共
存
体
制
を
ど
の
よ
う
に
う
ま
く
調
和
さ
せ
て
い
く
か
の
課
題

が
ご
ざ
い
ま
す
。
た
だ
し
、
各
お
祭
り
の
さ
ま
ざ
ま
な
技
術
は
、

こ
こ
二
、
三
年
で
た
い
へ
ん
活
発
に
交
流
し
て
い
ま
す
。
た
と

え
ば
、
祇
園
祭
の
車
輪
を
高
山
の
工
務
店
が
お
つ
く
り
に
な
る

と
い
っ
た
こ
と
も
実
現
し
て
い
ま
す
。
私
ど
も
技
術
者
会
が
結

成
さ
れ
た
こ
と
で
、
着
実
に
成
果
が
上
が
っ
て
い
る
と
確
信
し

て
お
り
ま
す
。

以
上
、
非
常
に
事
務
的
な
報
告
の
み
を
申
し
上
げ
ま
し
た
。

こ
の
次
、
こ
の
よ
う
な
報
告
の
機
会
が
与
え
ら
れ
ま
し
た
と
き

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
現
場
の
熟
練
し
た
技
術
者
か
ら
報
告
し
た
い

も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
本
日
は
こ
れ
に
て
お
許
し
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
簡
単
で
ご
ざ
い
ま
す
が
終
わ
ら
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

11 祭屋台等製作修理技術者会
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図 2 高山祭屋台

図 4 祇園祭山鉾の車輪



昭
和
村
の
概
要

か
ら
む
し
の
話
を
始
め
る
前
に
、
昭
和
村
に
つ
い
て
簡
単
に

紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

昭
和
村
は
福
島
県
の
南
に
位
置
し
て
い
ま
す
。「
昭
和
に
な

っ
て
か
ら
見
つ
か
っ
た
の
で
す
か
」
な
ん
て
い
わ
れ
ま
す
が
、

昭
和
二
年
に
大
芦
村
と
野
尻
村
が
合
併
し
て
で
き
た
村
で
す
。

面
積
が
二
百
十
キ
ロ
平
方
メ
ー
ト
ル
、
そ
の
う
ち
六
割
が
国
有

林
で
、
周
囲
を
一
千
メ
ー
ト
ル
級
の
山
々
に
囲
ま
れ
た
自
然
の

豊
富
な
村
で
す
。
交
通
の
便
は
、
Ｊ
Ｒ
只
見
線
の
会
津
川
口
駅

と
会
津
線
の
会
津
田
島
駅
ま
で
、そ
れ
ぞ
れ
バ
ス
で
三
十
分
で
、

会
津
田
島
駅
か
ら
だ
と
浅
草
駅
ま
で
三
時
間
十
分
で
す
。
東
京

に
も
近
い
で
す
か
ら
、
是
非
、
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。
で
も
、

冬
場
は
一
メ
ー
ト
ル
五
十
セ
ン
チ
ほ
ど
の
積
雪
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
で
も
近
ご
ろ
は
少
な
く
な
っ
た
ほ
う
で
、
昔
は
三
メ
ー
ト

ル
ほ
ど
も
積
も
り
ま
し
た
。
お
米
の
生
産
が
一
万
三
千
俵
で
、

か
す
み
草
に
つ
い
て
は
日
本
一
の
栽
培
面
積
を
誇
っ
て
い
ま

す
。
か
す
み
草
は
、
全
国
サ
ミ
ッ
ト
が
昭
和
村
で
行
わ
れ
る
ほ

ど
で
、
村
民
の
方
々
も
意
気
揚
揚
と
生
産
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

そ
し
て
、
昭
和
村
に
は
六
百
年
の
歴
史
を
も
つ
「
か
ら
む
し
」

が
ご
ざ
い
ま
す
。

か
ら
む
し
栽
培
の
歴
史

か
ら
む
し
と
申
し
ま
し
て
も
、
な
か
な
か
お
わ
か
り
に
な
ら

な
い
と
思
い
ま
す
。「
虫
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
も

よ
く
あ
り
ま
す
。

か
ら
む
し
は
、
イ
ラ
ク
サ
科
の
多
年
生
草
本
の
植
物
で
、
別

名
、
青
苧
（
あ
お
そ
）、
苧
麻
（
ち
ょ
ま
）
と
も
呼
ば
れ
て
い

ま
す
が
、こ
の
ほ
か
に
も
十
六
種
類
ほ
ど
の
別
名
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
が
新
潟
へ
い
っ
て
越
後
上
布
に
な
り
ま
す
。
越
後
縮
の
原

料
が
、
か
ら
む
し
で
す
。
ち
な
み
に
、
麻
は
ク
ワ
科
の
一
年
生

草
本
で
、
か
ら
む
し
と
は
ま
っ
た
く
別
の
も
の
で
す
。

文
献
に
よ
る
と
、
応
永
三
（
一
三
九
六
）
年
こ
ろ
か
ら
、
会

津
の
殿
さ
ま
で
あ
っ
た
芦
名
氏
が
、
換
金
作
物
と
し
て
野
尻
郷

で
か
ら
む
し
の
栽
培
を
進
め
た
そ
う
で
す
。
天
明
八
（
一
七
八

八
）
年
に
古
川
古
松
軒
が
著
し
た
『
東
遊
雑
記
』
に
は
野
尻
組

の
か
ら
む
し
の
記
事
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
明
治
二
十
三
年

頃
、
か
ら
む
し
の
作
付
け
面
積
は
二
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
生
産
量

が
六
ト
ン
を
記
録
す
る
ほ
ど
で
し
た
。

明
治
二
十
八
（
一
八
九
五
）年
に
は
、
大
芦
村
の
五
十
嵐
善

作
・
ハ
ツ
夫
妻
が
ロ
シ
ア
に
赴
き
、
か
ら
む
し
栽
培
・
加
工
の

技
術
指
導
に
あ
た
り
ま
し
た
。
戦
争
で
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
現
在
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
ほ
う
で
五
年
ほ

ど
村
人
に
い
ろ
い
ろ
と
指
導
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

野
尻
村
も
大
芦
村
も
明
治
、
大
正
に
か
け
て
か
ら
む
し
品
評

会
を
催
し
て
い
ま
し
た
。換
金
作
物
は
大
半
が
か
ら
む
し
で
す
。

そ
し
て
、
太
平
洋
戦
争
に
は
い
る
と
、
か
ら
む
し
の
生
産
は
衰

え
か
け
ま
し
た
が
、
昭
和
二
十
五
年
頃
を
境
に
、
か
ら
む
し
栽

培
に
復
活
の
兆
し
が
み
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

昭
和
村
か
ら
む
し
生
産
技
術
保
存
協
会
の
沿
革

し
か
し
、
買
い
控
え
が
起
こ
っ
た
り
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
生

じ
た
こ
と
か
ら
、
昭
和
四
十
六
年
に
、
昭
和
村
農
協
が
、
か
ら

む
し
生
産
部
会
（
現
在
の
昭
和
村
か
ら
む
し
生
産
技
術
保
存
協

会
）
を
発
足
さ
せ
て
、
そ
こ
で
ま
と
ま
っ
て
動
く
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。み
ん
な
で
頑
張
っ
て
や
っ
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、

村
の
人
で
い
ろ
い
ろ
と
研
究
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
機
が
二

十
六
台
ほ
ど
あ
っ
た
の
で
、
す
く
い
を
は
じ
め
と
し
た
、
高
度

な
技
術
に
よ
る
か
ら
む
し
織
を
始
め
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ

し
て
、
昭
和
五
十
六
年
に
か
ら
む
し
織
技
術
保
存
会
が
設
立
さ
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れ
ま
し
た
。

昭
和
五
十
八
年
に
は
福
島
県
有
形
民
俗
文
化
財
の
指
定
を
う

け
ま
し
た
（
か
ら
む
し
の
生
産
用
具
と
そ
の
製
品
三
百
七
十
一

点
）。
ま
た
、
織
物
が
通
算
大
臣
賞
を
う
け
ま
し
た
。
同
じ
く

昭
和
五
十
八
年
に
、
か
ら
む
し
会
館
が
落
成
し
ま
し
た
。
こ
こ

に
今
の
公
社
の
人
た
ち
が
い
っ
ぱ
い
働
い
て
い
ま
す
。
昭
和
六

十
三
年
に
、
昭
和
村
の
か
ら
む
し
織
に
対
し
て
福
島
県
よ
り
重

要
無
形
文
化
財
の
指
定
を
う
け
、
同
時
に
か
ら
む
し
織
技
術
保

存
会
が
、
福
島
県
指
定
重
要
無
形
文
化
財
の
保
持
団
体
と
し
て

認
定
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
平
成
二
年
に
は
、
か
ら
む
し
生

産
が
福
島
県
選
定
保
存
技
術
に
指
定
さ
れ
、
そ
の
翌
年
の
平
成

三
年
十
一
月
十
六
日
に
、
か
ら
む
し
（
苧
麻
）
生
産
・
苧
引
き

が
国
選
定
保
存
技
術
に
認
定
さ
れ
、
同
時
に
昭
和
村
か
ら
む
し

生
産
技
術
保
存
協
会
が
保
存
団
体
と
し
て
認
定
さ
れ
た
の
で

す
。会

員
構
成
と
活
動

平
成
十
三
年
に
「
か
ら
む
し
織
り
の
里
」、「
か
ら
む
し
工
芸

博
物
館
」
が
佐
倉
地
区
に
落
成
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
私
ど
も

の
大
き
な
目
標
で
し
た
。
三
百
七
十
一
点
の
道
具
を
確
保
す
る

場
所
が
ほ
し
か
っ
た
た
め
で
す
。
そ
れ
ら
は
現
在
、
か
ら
む
し

工
芸
博
物
館
に
移
管
し
て
い
ま
す
。
こ
の
落
成
を
も
っ
て
こ
れ

に
か
え
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
平
成
十
四
年
に
食
事
処
「
苧
麻
庵
」
が
落
成
し
ま
し

た
。
こ
れ
は
ふ
る
さ
と
の
食
品
を
だ
そ
う
と
い
う
こ
と
で
、
ざ

く
汁
、
ば
ん
で
い
餅
な
ど
を
だ
し
ま
す
の
で
、
い
ら
し
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

平
成
十
五
年
に
は
「
か
ら
む
し
生
き
生
き
研
究
会
」
を
立
ち

あ
げ
ま
し
た
。
か
ら
む
し
を
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
も
う
一
度

考
え
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
で
始
め
、
会
員
が
六
十
九
名
ほ
ど

い
ま
す
。
こ
こ
で
も
、
お
前
が
か
ら
む
し
の
責
任
者
で
あ
る
か

ら
会
長
を
や
れ
と
い
う
こ
と
で
、
私
が
会
長
を
務
め
て
お
り
ま

す
。
こ
の
な
か
に
は
教
育
部
会
、
原
麻
生
産
部
会
、
商
品
部
会
、

関
心
部
会
、
公
的
支
援
部
会
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
な
か
で
聞
き

な
れ
な
い
の
は
教
育
部
会
か
と
思
い
ま
す
。
教
育
部
会
で
は
、

小
学
生
に
か
ら
む
し
に
つ
い
て
勉
強
し
て
も
ら
う
な
ど
の
活
動

を
行
っ
て
い
ま
す
。

か
ら
む
し
保
存
協
会
の
会
員
数
は
四
十
七
名
で
す
。
現
在
は

四
名
ふ
え
て
い
ま
す
し
、今
後
ど
ん
ど
ん
ふ
え
る
見
込
み
で
す
。

今
の
と
こ
ろ
衰
退
す
る
心
配
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

か
ら
む
し
保
存
協
会
に
つ
い
て
は
、
栽
培
技
術
の
伝
承
と
い

う
こ
と
で
研
修
会
を
行
っ
て
お
り
ま
す（
図
1
）。
栽
培
技
術
は

隣
に
展
示
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
み
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
特
別
講
習
会
で
は
、
か
ら
む
し
関
係
の

こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
視
野
を
広
め
る
た
め
に
、
苧
麻
の
歴
史

や
型
紙
、
織
り
な
ど
民
俗
・
文
化
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
も

勉
強
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
二
年
に
一
度
、
伝
承
連
絡
協
議
会

を
新
潟
県
、
福
島
県
の
主
催
で
、
越
後
上
布
と
小
千
谷
縮
布
の

双
方
で
勉
強
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
そ
の
あ
た
り
に
一
生
懸

命
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

13 昭和村からむし生産技術保存協会

図 2 からむし刈り取り実習風景
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織
姫
事
業
で
後
継
者
の
育
成

生
産
者
は
年
々
、
歳
を
と
り
ま
す
が
、
そ
の
か
わ
り
織
姫
事

業
が
あ
り
、
後
継
者
を
育
成
し
て
い
ま
す
。
織
姫
事
業
は
平
成

六
年
か
ら
始
め
て
今
年
で
十
二
回
目
で
す
。
明
日
、
第
二
回
目

の
選
考
会
を
行
い
、
そ
の
な
か
で
何
人
か
受
講
者
を
選
考
し
ま

す
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
か
ら
む
し
に
か
か
わ
っ
て
き
た
人
た
ち

が
六
十
五
名
ほ
ど
い
ま
す
が
、
そ
の
人
た
ち
の
た
め
の
勉
強
の

場
と
し
て
、
直
営
畑
が
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

か
ら
む
し
の
焼
畑
は
、
五
月
の
二
十
日
前
後
、
旧
暦
四
月
の

中
の
日
（
ち
ゅ
う
の
ひ
）
を
真
ん
中
に
し
て
行
い
ま
す
。
焼
畑

は
、
品
質
の
均
一
さ
を
図
り
、
芽
を
そ
ろ
え
た
り
、
害
虫
駆
除
、

残
っ
た
灰
を
肥
料
に
す
る
な
ど
の
目
的
が
あ
り
、
よ
く
晴
れ
た

日
の
午
前
中
に
畑
の
雑
草
を
取
り
除
き
、
全
体
が
均
一
に
な
る

よ
う
焼
き
草
（
小
ガ
ヤ
や
ワ
ラ
な
ど
）
を
敷
い
た
後
に
よ
く
乾

燥
さ
せ
、
夕
方
近
く
に
、
風
下
よ
り
火
を
つ
け
、
焼
き
終
わ
っ

た
ら
畑
に
す
ぐ
、
大
量
の
水
を
か
け
ま
す
。
そ
の
後
、
垣
を
し

て
、
お
よ
そ
二
か
月
ほ
ど
し
た
七
月
の
土
用
の
頃
か
ら
八
月
の

お
盆
前
に
か
け
て
、
二
メ
ー
ト
ル
近
く
に
成
長
し
た
か
ら
む
し

の
刈
り
取
り
を
行
い
ま
す（
図
2
）。

刈
り
取
り
は
早
朝
か
ら
始
め
、
そ
の
日
作
業
で
き
る
分
だ
け

を
一
本
一
本
手
で
刈
り
取
り
ま
す
。
葉
を
こ
き
落
と
し
、
茎
の

部
分
だ
け
を
集
め
て
、
尺
杖
を
あ
て
て
規
定
の
長
さ
に
切
り
そ

ろ
え
ま
す
。
そ
れ
を
で
き
る
だ
け
早
く
、
き
れ
い
な
清
水
に
浸

し
ま
す
。
こ
れ
は
、
乾
燥
を
防
い
で
皮
を

ぎ
や
す
く
す
る

た
め
で
す
。

そ
の
後
、
皮
が
二
枚
に
な
る
よ
う
一
本
ず
つ
て
い
ね
い
に

ぎ
ま
す
。

い
だ
皮
は
、
根
本
部
分
を
そ
ろ
え
、
一
握
り
程
度

に
束
ね
て
か
ら
（
図
3
）、
冷
た
い
清
水
に
つ
け
、
苧
引
き
に

移
り
ま
す
。
こ
の
苧
引
き
は
上
質
の
繊
維
を
と
り
だ
す
た
め
に

も
っ
と
も
熟
練
を
要
す
る
作
業
で
、
苧
引
き
盤
、
苧
引
き
板
、

苧
引
き
具
（
図
4
）
を
使
っ
て
、
一
枚
ず
つ
表
皮
と
繊
維
に
引

き
分
け
て
、
良
品
・
不
良
品
に
区
別
し
て
小
さ
く
束
ね
た
繊
維

を
二
、
三
日
ほ
ど
陰
干
し
に
し
ま
す
。
こ
の
後
、
さ
ら
に
細
い

糸
づ
く
り
・
織
り
の
作
業
が
待
っ
て
い
ま
す
。

平
成
十
五
年
に
設
立
さ
れ
た「
か
ら
む
し
生
き
生
き
研
究
会
」

で
は
、
今
後
の
村
の
あ
り
方
や
今
後
の
か
ら
む
し
の
あ
り
方
を

考
え
て
一
生
懸
命
頑
張
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

14伝統的な文化財を守り伝える「伝統の名匠」

図 3 からむしの いだ皮を束ねる

図 4 芋引き具



15 雅楽管楽器製作修理

雅
楽
器
の
製
作
は
音
か
ら
は
い
ら
な
い
と

よ
い
楽
器
は
つ
く
れ
な
い

私
ど
も
の
家
は
代
々
、
雅
楽
器
師
を
続
け
て
お
り
ま
す
。
私

は
宮
内
庁
式
部
職
楽
部
長
宅
に
七
年
間
席
を
お
い
て
、
そ
こ
で

雅
楽
の
管
楽
器
演
奏
を
学
び
ま
し
た
。
私
は
そ
れ
で
は
物
足
り

な
い
た
め
、
舞
楽
ま
で
や
り
ま
し
た
。
現
在
、
演
奏
の
門
下
生

が
全
国
に
八
十
数
名
お
り
、
そ
の
な
か
か
ら
雅
楽
の
楽
器
を
つ

く
り
た
い
と
い
う
方
が
一
人
で
も
で
る
か
な
と
思
っ
て
お
り
ま

す
が
、
先
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

こ
こ
で
、
音
を
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
演
奏
し
ま
す
。
こ

の
横
笛
は
、
龍
笛
（
り
ゅ
う
て
き
）
で
す
。
雅
楽
の
世
界
に
は
、

打
楽
器
、
絃
楽
器
、
管
楽
器
が
あ
り
ま
す
が
、
私
の
専
門
と
す

る
管
楽
器
は
吹
き
も
の
で
す
。
ち
な
み
に
、
打
楽
器
は
打
ち
も

の
、
絃
楽
器
は
弾
き
も
の
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

吹
き
も
の
の
な
か
に
も
龍
笛
、
高
麗
笛
（
こ
ま
ぶ
え
）、
神

楽
笛
が
あ
り
ま
す
。
神
楽
笛
は
、
夜
神
楽
と
い
っ
た
言
葉
が
あ

る
よ
う
に
、
唄
も
の
に
使
い
ま
す
。
ま
た
、
倭
（
や
ま
と
）
笛

と
も
い
っ
て
お
り
ま
す
。
わ
ず
か
し
か
吹
け
な
い
た
め
、
ご
理

解
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
普
通
だ
と
、
皆
さ
ん
に
「
あ

あ
い
う
音
も
で
る
の
か
」「
こ
う
い
う
音
も
可
能
な
の
か
」
と

い
っ
た
こ
と
を
わ
か
っ
て
い
た
だ
け
る
の
で
す
が
、
時
間
の
関

係
で
、
辛
い
の
で
す
が
、
ご
く
わ
ず
か
し
か
お
聞
か
せ
で
き
ま

せ
ん
。

■
演
奏
■

こ
の
よ
う
に
テ
ク
ニ
ッ
ク
は
相
当
あ
り
ま
す
。
ピ
ア
ノ
の
巨

匠
と
い
わ
れ
て
い
る
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ケ
ン
プ
さ
ん
は
、
私
の

つ
く
っ
た
管
、
笙（
し
ょ
う
）を
お
も
ち
で
す
。
た
だ
し
、
五
線

譜
で
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
の
よ
う
に
は
っ
き
り
し
た
楽
譜
が
書
け

た
ら
雅
楽
に
な
り
ま
せ
ん
。「
雅
」
と
は
、
地
味
で
素
朴
な
世

界
で
す
。
雅
が
つ
い
て
雅
楽
器
と
い
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、

笛
な
ら
笛
が
つ
く
れ
て
も
だ
め
。「
三
管
を
知
っ
て
一
管
を
知

る
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

便
利
な
の
は
、
こ
う
い
う
か
た
ち
で
指
を
折
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
あ
る
い
は
、
上
か
ら
あ
る
い
は
下
か
ら
で
も
ポ
ー
ン
と

た
た
い
た
り
、
す
り
上
げ
と
も
申
し
ま
す
し
、
上
の
ほ
う
を
す

り
下
げ
と
も
申
し
ま
す
。

篳
篥
の
材
料

篳
篥
（
ひ
ち
り
き
）
で
は
リ
ー
ド
を
別
個
に
さ
し
ま
す
。

こ
こ
で
、
材
料
を
申
し
上
げ
ま
す
。
関
西
で
は
管
楽
器
の
材

料
は
か
ぎ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
煤
竹
（
す
す
だ
け
）
と
い
っ
て

も
楽
器
に
使
う
竹
は
、
西
は
園
部
ま
で
、
東
は
米
原
ま
で
で
す
。

昔
は
東
江
州
、
西
江
州
と
い
っ
て
い
ま
し
た
。
現
在
の
琵
琶
湖

湖
畔
で
す
。
藁
で
煮
炊
き
を
し
て
、
自
然
に
燻
ら
れ
て
い
る
の

が
楽
器
の
材
料
に
な
り
ま
す
。
山
に
近
い
竹
藪
で
あ
ろ
う
が
、

茅
葺
で
天
井
に
沿
わ
し
て
あ
る
も
の
で
は
間
に
合
い
ま
せ
ん
。

な
ぜ
か
と
い
う
と
、
偏
っ
て
い
る
ん
で
す
。
藁
で
燻
さ
れ
て
い

る
も
の
は
、
燻
さ
れ
方
が
万
遍
な
く
、
凹
凸
な
く
燻
さ
れ
て
い

ま
す
。
現
在
は
類
似
品
が
で
て
い
ま
す
か
ら
、
あ
え
て
強
調
し

ま
す
が
、
自
然
に
燻
さ
れ
た
煤
竹
を
使
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ

も
、
百
年
、
百
五
十
年
ど
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
二
百
五
十

年
、
三
百
年
、
三
百
五
十
年
た
っ
た
も
の
で
す
。
篳
篥
、
龍
笛

で
あ
っ
て
も
、
能
楽
に
使
う
能
管
で
あ
っ
て
も
同
じ
で
す
。
そ

れ
に
使
っ
て
い
る
竹
は
、
削
っ
て
も
削
っ
て
も
な
か
ま
で
浸
透

し
き
っ
て
い
ま
す
。

音
楽
の
世
界
で
す
か
ら
音
色
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
す
。
な

ん
で
も
そ
う
で
し
ょ
う
。
味
が
な
か
っ
た
ら
お
客
さ
ま
に
そ
っ

ぽ
向
か
れ
ま
す
。
地
域
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
ど
こ
ま
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で
煤
け
て
い
る
か
が
た
い
せ
つ
で
す
。

そ
れ
か
ら
笛
や
篳
篥
の
外
観
に
巻
い
て
あ
る
の
は
、
糸
で
し

ょ
う
か
、
針
金
で
し
ょ
う
か
。

マ
ス
コ
ミ
な
ど
が
私
か
ら
答
え
を
引
き
だ
す
意
味
で
、
あ
え

て
間
違
っ
た
こ
と
を
お
聞
き
に
な
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
「
違

い
ま
す
よ
。
皆
さ
ん
い
く
ら
安
い
の
で
も
、
籐
と
か
使
っ
て
ま

す
よ
」
と
い
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
私
の
作
品
は
か
ば
巻
き
で

す
。桜

と
い
え
ど
も
い
ろ
い
ろ
種
類
が
ご
ざ
い
ま
す
。
何
桜
、
何

桜
と
。
桜
は
節
か
ら
節
が
短
い
で
し
ょ
う
。
せ
い
ぜ
い
節
の
長

い
の
を
選
ん
で
も
、
わ
ず
か
し
か
と
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
糸
状

に
ど
う
や
っ
て
す
る
か
と
い
う
と
、
卵
の

白
身
で
く
っ
つ
け
て
い
く
の
で
す
。
そ
れ

を
手
巻
き
し
ま
す
。
機
械
は
い
っ
さ
い
使

い
ま
せ
ん
。

私
は
木
工
、
竹
工
、
漆
芸
、
金
工
、
蒔

絵
、
螺
鈿
を
全
部
一
人
で
や
っ
て
お
り
ま

す
。
楽
師
は
、
昔
は
自
分
の
吹
く
笛
は
自

分
で
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
か
わ
り
売

り
買
い
は
ま
か
り
な
ら
な
い
時
代
で
す
。

現
代
で
も
そ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
今
は

演
奏
の
み
で
教
え
て
お
り
ま
す
。
私
は
演

奏
も
で
き
、
つ
く
り
も
で
き
ま
す
。
こ
ん

な
便
利
な
人
間
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
で
す

か
ら
、
あ
ち
こ
ち
か
ら
お
座
敷
が
か
か
る

ん
で
す
。「
山
田
さ
ん
一
人
い
た
ら
す
む
さ

か
い
、
一
番
え
え
」
と
。
吹
く
方
を
一
管

だ
け
と
し
て
も
、
一
日
一
人
い
る
わ
け
で

す
。
そ
う
す
る
と
、
三
名
は
最
低
い
り
ま
す
。
東
京
か
ら
わ
ざ

わ
ざ
呼
ん
だ
ら
交
通
費
が
か
か
り
ま
す
か
ら
、
さ
ら
に
高
く
つ

く
。
私
な
ら
、
北
海
道
だ
ろ
う
が
九
州
だ
ろ
う
が
一
人
で
す
か

ら
負
担
が
か
か
り
ま
せ
ん
。
喜
ん
で
い
い
の
か
悪
い
の
か
知
り

ま
せ
ん
が
、
忙
し
く
は
し
て
お
り
ま
す
。

篳
篥
の
リ
ー
ド

私
の
と
こ
ろ
は
全
国
唯
一
の
雅
楽
器
博
物
館
を
や
っ
て
お
り

ま
す
。
最
低
、
四
十
分
お
話
し
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
で
全
国
か

ら
見
学
に
み
え
て
い
る
方
は
、
み
ん
な
感
動
な
さ
っ
て
、
あ
る

い
は
涙
を
流
し
て
お
喜
び
に
な
り
ま
す
。

篳
篥
は
、
始
め
は
ぺ
た
っ
と
ふ
さ
い
だ
ま
ま
で
す
。
蛤
と
一

緒
で
す
。
口
元
で
湿
ら
す
の
が
い
い
ん
で
す
が
、
気
短
な
場
合

は
番
茶
を
使
い
ま
す
。
い
い
お
茶
は
だ
め
で
す
よ
。

材
質
は
、
関
西
の
ほ
う
で
は
葦
（
よ
し
）
と
い
っ
て
お
り
ま

す
。
生
産
地
は
か
ぎ
ら
れ
て
い
ま
す
。
阪
急
沿
線
の
大
山
崎
界

隈
で
育
っ
た
も
の
が
一
番
で
す
が
、
悲
し
い
か
な
新
興
住
宅
街

で
土
が
あ
ぜ
返
さ
れ
て
い
る
た
め
よ
い
葦
が
育
ち
ま
せ
ん
。
篳

篥
吹
き
の
方
は
プ
ロ
も
ア
マ
も
、
み
ん
な
お
弱
り
に
な
っ
て
お

ら
れ
ま
す
。
私
の
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の
は
、
百
五
十
年
か
ら
あ

る
葦
を
使
う
の
で
へ
た
り
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
、
名
前
は
だ
し
ま
せ
ん
が
、
老
舗
の
百
貨
店
に
い

っ
て
い
た
だ
い
た
ら
、
何
の
経
験
も
知
識
も
な
い
方
が
、
売
れ

れ
ば
い
い
や
と
い
う
時
代
を
つ
く
り
あ
げ
て
し
ま
っ
て
い
ま

す
。
こ
ん
な
世
の
中
に
な
っ
た
の
は
日
本
の
文
化
を
お
ろ
そ
か

に
し
た
か
ら
で
す
。
よ
そ
の
国
を
み
て
ご
ら
ん
な
さ
い
。
各
国

16伝統的な文化財を守り伝える「伝統の名匠」
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か
ら
私
の
と
こ
ろ
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
国
の
小

さ
い
大
き
い
の
問
題
で
は
な
い
ん
で
す
。民
族
音
楽
が
あ
れ
ば
、

そ
の
地
域
周
辺
に
は
必
ず
楽
器
が
あ
り
ま
す
。
直
専
用
機
で
飛

ん
で
き
ま
す
の
で
外
務
省
は
知
り
ま
せ
ん
が
、
国
連
の
方
も
い

ま
す
。
国
連
の
仕
事
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
最
初
ど
う
と

る
か
。
そ
の
ま
ま
で
会
話
し
て
い
っ
た
ら
喧
嘩
に
な
る
に
き
ま

っ
て
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
私
が
そ
の
方
に
指
導
し
て
い
る
の
は
、

篳
篥
で
す
。
篳
篥
の
音
を
私
の
と
こ
ろ
で
稽
古
し
て
お
帰
り
に

な
る
。
音
を
だ
す
と
相
手
が
う
な
ず
く
。
相
手
は
む
こ
う
の
民

族
音
楽
を
奏
で
る
。
そ
れ
か
ら
だ
っ
た
ら
和
ん
だ
顔
つ
き
で
、

笑
顔
で
会
話
が
で
き
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

竹
に
は
違
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、
裏
表
と
も
山
型
に
そ
ろ
え
て

あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
私
の
心
、
気
持
ち
は
竹
に
し
た
が

う
心
を
も
っ
て
い
る
か
ら
本
節
と
い
い
ま
す
。
鰹
節
の
本
節
じ

ゃ
な
い
。
節
が
そ
ろ
っ
て
る
か
ら
本
節
で
す
。
四
管
分
を
一
管

に
ま
と
め
る
わ
け
で
す
。

■
演
奏
■

い
か
が
で
し
た
か
。
肝
心
要
の
材
料
な
ど
を
省
き
ま
す
。

こ
れ
も
最
近
、
宮
司
さ
ん
や
お
坊
さ
ん
の
皆
が
皆
と
は
い
い

ま
せ
ん
が
、ほ
と
ん
ど
が
偽
物
を
神
の
前
で
吹
い
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
は
罰
当
た
り
。
お
供
え
っ
て
い
っ
た
ら
、
海
の
幸
、
山
の

幸
が
ご
馳
走
と
思
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く

違
い
ま
す
。
音
が
一
番
、
仏
さ
ま
の
供
養
に
な
り
ま
す
。
そ
の

こ
と
を
、肝
心
の
お
宮
な
ど
を
司
っ
て
る
方
が
や
っ
て
い
ま
す
。

だ
ん
だ
ん
日
本
の
文
化
が
お
ろ
そ
か
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
考

え
方
が
か
わ
っ
た
ん
で
す
よ
。
こ
れ
を
な
ぜ
、
も
っ
と
た
い
せ

つ
に
扱
わ
な
い
か
と
私
は
常
々
い
っ
て
お
り
ま
す
。

後
継
者
問
題

簡
単
に
申
し
上
げ
ま
す
。
見
た
目
は
優
雅
な
美
し
い
楽
器
を

お
つ
く
り
で
す
な
、
と
。
こ
れ
は
ま
ぁ
よ
ろ
し
い
わ
。
と
こ
ろ

が
、
内
々
内
裏
は
貧
乏
の
貧
乏
。
そ
し
て
、
一
人
前
に
な
る
の

は
、
演
奏
が
で
き
て
か
ら
で
な
い
と
つ
く
れ
ま
せ
ん
。
耳
が
大

事
や
か
ら
。
聞
く
耳
で
す
。
私
は
チ
ュ
ー
ナ
ー
な
ん
て
機
械
い

っ
さ
い
使
い
ま
せ
ん
。
な
ぜ
、
人
間
の
耳
、
目
、
口
を
大
事
に

使
わ
な
い
か
。

山
田
さ
ん
、
耳
で
聞
い
て
音
が
聞
こ
え
な
い
部
分
ま
で
も
数

字
に
表
せ
る
ん
で
す
よ
と
、
ア
ホ
な
こ
と
を
い
う
学
者
が
お
り

ま
す
。
そ
ん
な
こ
と
を
い
っ
て
る
か
ら
世
間
で
は
事
件
、
事
故

が
起
こ
る
ん
で
す
。
人
間
は
自
然
の
一
部
で
す
。
雅
楽
の
楽
器

の
音
階
も
そ
う
で
す
。
当
た
り
前
の
こ
と
で
す
が
、
一
月
か
ら

十
二
月
ま
で
各
月
に
音
が
あ
る
ん
で
す
。

私
は
こ
う
い
う
気
さ
く
な
人
間
で
す
か
ら
、
雅
楽
な
ん
て
な

ん
だ
か
古
い
し
き
た
り
が
あ
っ
て
…
…
、
高
校
生
く
ら
い
の
男

の
子
は
思
う
ん
で
す
よ
。
音
楽
の
世
界
に
そ
ん
な
環
境
を
つ
く

っ
て
は
だ
め
で
す
。
音
楽
は
、
理
論
を
と
く
、
音
を
楽
し
む
。

ど
ん
な
稽
古
事
も
そ
う
で
し
ょ
う
。原
点
を
考
え
て
く
だ
さ
い
。

し
き
た
り
、
流
派
、
家
元
、
こ
ん
な
も
の
原
点
に
は
な
か
っ
た

ん
で
す
。
今
は
い
い
格
好
を
し
て
い
ま
す
。
野
球
、
サ
ッ
カ
ー
、

ス
ポ
ー
ツ
だ
っ
て
み
ん
な
遊
び
か
ら
始
ま
っ
た
ん
で
す
。
と
こ

ろ
が
、
途
中
で
競
技
に
か
え
た
。
こ
れ
は
、
私
か
ら
い
わ
せ
れ

ば
争
い
ご
と
で
す
。
だ
か
ら
も
め
る
。
た
い
が
い
の
戦
争
を
み

て
ご
ら
ん
な
さ
い
。ス
ポ
ー
ツ
の
世
界
か
ら
発
信
し
て
い
ま
す
。

も
う
少
し
ゆ
と
り
の
あ
る
日
本
の
国
に
し
た
い
も
の
で
す
。
で

も
こ
こ
ま
で
き
た
ら
い
く
し
か
な
い
で
す
よ
ね
。
い
く
だ
け
い

っ
た
ら
戻
り
ま
す
よ
。
そ
れ
が
よ
そ
の
方
は
わ
か
ら
な
い
。

で
は
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

雅楽管楽器製作修理



京
都
国
立
博
物
館
保
存
修
理
所
の
概
要

本
日
は
、
私
ど
も
京
都
国
立
博
物
館
の
保
存
修
理
所
内
、
保

存
修
理
指
導
室
業
務
に
つ
い
て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

京
都
国
立
博
物
館
の
文
化
財
保
存
修
理
所
は
、
昭
和
五
十
五

年
に
、
わ
が
国
の
国
宝
や
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
美

術
工
芸
品
な
ど
の
修
理
、
保
存
処
理
お
よ
び
模
写
な
ど
を
行
う

と
と
も
に
、
そ
の
実
際
的
な
修
理
研
究
を
行
う
こ
と
を
目
的
と

し
て
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
本
年
で
、
足
か
け
二
十
五
年
を
迎
え

て
、
昨
年
度
ま
で
の
二
十
四
年
間
に
彫
刻
、
絵
画
、
書
跡
な
ど

の
補
助
事
業
に
よ
る
文
化
財
が
約
三
千
百
件
、
一
万
七
千
点
が

修
復
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
数
は
、
国
宝
や
重
要
文
化
財
に
指

定
さ
れ
て
い
る
彫
刻
や
絵
画
、
書
跡
な
ど
の
補
助
事
業
に
よ
る

文
化
財
修
理
の
約
七
割
に
達
し
て
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
も
、

わ
が
国
の
文
化
財
修
理
の
中
心
を
な
し
て
い
る
施
設
で
す
。

建
物
な
ど
施
設
的
な
面
は
私
ど
も
の
博
物
館
が
管
理
・
運
営

し
て
い
ま
す
が
、
実
際
に
修
理
を
行
う
修
理
技
術
者
は
民
間
の

方
々
で
す
。
現
在
、
選
定
保
存
技
術
保
存
団
体
に
認
定
さ
れ
て

い
る
財
団
法
人
美
術
院
と
国
宝
修
理
装

師
連
盟
の
四
工
房
、

あ
わ
せ
て
五
工
房
が
入
所
し
て
、
常
時
百
二
、
三
十
名
の
修
理

技
術
者
が
文
化
財
修
理
に
従
事
し
て
い
ま
す
。

平
成
十
三
年
に
独
立
行
政
法
人
と
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
よ

う
な
役
割
・
地
位
は
何
ら
か
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

私
が
デ
ス
ク
を
お
い
て
い
る
保
存
修
理
指
導
室
で
は
、
保
存

修
理
所
全
体
が
円
滑
に
運
営
さ
れ
る
よ
う
調
整
し
な
が
ら
、
修

理
に
関
す
る
助
言
お
よ
び
銘
文
な
ど
の
調
査
研
究
を
行
う
と
と

も
に
、
修
復
事
業
関
連
の
書
類
の
保
管
・
整
理
、
修
理
記
録
の

集
積
と
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

配
置
さ
れ
て
い
る
研
究
員
は
、
私
は
書
跡
が
専
門
で
す
が
、

も
う
一
人
、
仏
像
彫
刻
な
ど
彫
刻
を
専
門
に
し
て
い
る
研
究
員

と
、
常
駐
し
て
い
る
事
務
補
佐
員
が
一
名
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の

事
務
補
佐
員
一
名
、
あ
わ
せ
て
四
人
体
制
で
す
。

文
化
財
保
存
修
理
所
の
役
割

木
や
絹
、紙
な
ど
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
東
洋
の
古
美
術
品
は
、

そ
れ
自
体
が
燃
え
や
す
く
、
温
度
や
湿
度
の
変
化
に
も
脆
弱
な

構
造
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
大
き
な
温
湿
度
の
変
化

は
作
品
に
重
大
な
損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
一
般

的
に
、
私
ど
も
の
収
蔵
庫
で
は
、
温
度
は
約
二
十
度
、
湿
度
は

六
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
目
安
に
空
調
を
し
て
い
ま
す
。
こ
の
点
か

ら
も
、
文
化
財
保
存
修
理
所
に
お
け
る
第
一
の
役
目
は
、
安
全

な
修
理
環
境
を
提
供
す
る
こ
と
で
す
。
た
だ
残
念
な
が
ら
、
開

業
後
二
十
五
年
目
を
迎
え
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
文
化
財
保
存

修
理
所
は
特
に
空
調
関
係
を
中
心
に
建
物
の
老
朽
化
が
進
行
し

て
い
ま
す
。
も
っ
と
も
重
要
な
空
調
関
係
で
は
、
開
業
以
来
、

空
調
室
か
ら
冷
温
水
に
よ
る
空
調
を
実
施
し
て
い
ま
す
が
、
配

管
な
ど
の
老
朽
化
に
よ
る
事
故
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
も
工
房

ご
と
の
個
別
空
調
に
切
り
か
え
る
べ
く
、
現
在
、
予
算
要
求
を

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
各
工
房
で
も
独
自
に
温
湿
度
を
測
定
し
た
り
、

加
湿
器
を
使
用
し
て
い
ま
す
。
美
術
院
な
ど
で
は
、
高
い
湿
度

を
要
求
す
る
よ
う
な
木
彫
彫
刻
を
扱
う
場
合
、
内
部
に
保
湿
紙

を
貼
っ
た
小
さ
な
室
（
む
ろ
）
で
作
業
を
進
め
て
い
る
と
い
っ

た
、
た
い
へ
ん
気
を
使
っ
た
仕
事
を
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
大
き
な
問
題
と
し
て
、
燻
蒸
が
あ
り
ま
す
。
今
一
般

に
使
用
さ
れ
て
い
る
燻
蒸
用
薬
剤
、
商
品
名
「
エ
キ
ボ
ン
」
の

使
用
が
今
年
で
全
面
的
に
禁
止
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
に
と
も
な
う

改
修
が
必
要
で
、
二
〇
〇
五
年
一
月
か
ら
三
月
頃
に
か
け
て
改

修
す
る
段
ど
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
も
博

物
館
の
予
算
で
と
り
行
う
も
の
で
す
。
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も
う
一
つ
の
役
割
は
、
研
究
職
員
を
は
じ
め
と
し
た
館
員
と

修
理
技
術
者
と
の
交
流
を
図
る
こ
と
で
す
。
基
本
的
に
は
、
毎

月
一
回
、
第
一
火
曜
日
の
午
前
中
、
巡
回
と
い
っ
て
お
り
ま
す

が
、館
長
を
は
じ
め
と
し
て
学
芸
課
研
究
員
が
各
工
房
を
回
り
、

修
理
状
況
の
確
認
助
言
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
要

請
が
あ
れ
ば
随
時
、
職
員
が
工
房
内
に
お
い
て
修
理
の
ア
ド
バ

イ
ス
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
博
物
館
側
と
修
理
技
術
者
と

の
連
絡
会
も
定
期
的
に
行
っ
て
お
り
、
修
理
所
の
運
営
に
お
け

る
事
項
の
確
認
や
意
見
交
換
な
ど
も
行
っ
て
お
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
私
ど
も
博
物
館
で
春
、
夏
、
秋
な
ど
に
行
わ
れ
て

い
る
特
別
展
な
ど
で
は
、
休
館
日
の
午
後
に
、
熟
覧
と
い
っ
て

お
り
ま
す
が
、
修
理
技
術
者
を
対
象
に
、
文
化
財
の
み
な
ら
ず

以
前
修
理
し
た
作
品
や
掛
軸
の
表
具
裂
の
組
み
合
わ
せ
な
ど
も

観
察
・
鑑
賞
す
る
特
別
な
機
会
を
設
け
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ら

の
機
会
を
通
じ
て
、
修
理
技
術
者
の
資
質
の
向
上
の
一
端
を
担

っ
て
い
ま
す
。

修
理
技
術
者
の
資
質
の
向
上
と
情
報
交
換
を
図
る

資
質
の
向
上
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
昨
年
度
よ
り
国
宝
修

理
装

師
連
盟
が
主
任
技
師
、
技
師
長
資
格
制
度
を
導
入
し
ま

し
た
。
本
年
は
二
年
目
で
す
。
実
は
、
本
日
が
主
任
技
師
、
技

師
長
試
験
の
試
験
日
で
、
私
も
午
前
中
、
試
験
監
督
を
し
て
お

り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
国
宝
修
理
装

師
連
盟
の
資
格
制
度
に

し
て
も
、
博
物
館
が
全
面
的
に
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
し
て
、
博
物

館
の
そ
れ
ぞ
れ
の
会
議
室
で
試
験
委
員
を
お
き
な
が
ら
行
っ
て

い
ま
す
。

修
理
技
術
者
関
係
の
情
報
交
換
の
場
と
し
ま
し
て
は
、
本
年

は
十
一
月
五
日
、
六
日
に
開
催
さ
れ
た
国
宝
修
理
装

師
連
盟

の
定
期
研
修
会
が
ご
ざ
い
ま
す
。
本
年
は
十
周
年
で
、
そ
れ
を

機
に
、
海
外
か
ら
の
修
理
技
術
者
を
お
招
き
し
て
の
特
別
講
演

も
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
文
化
財
保
存
修
復
学
会
に
は
、
博
物

館
が
法
人
会
員
と
し
て
加
入
し
て
意
見
交
換
、
情
報
交
換
に
努

め
て
お
り
ま
す
。

修
理
前
の
調
査
に
よ
る
新
し
い
発
見
が

最
近
で
は
、
こ
と
に
書
跡
に
関
し
て『
上
杉
家
文
書
』
や
『
東

大
寺
文
書
』
な
ど
大
量
の
文
書
群
の
修
理
を
発
端
と
し
て
、
和

紙
に
対
す
る
調
査
研
究
が
さ
か
ん
に
な
っ
て
い
ま
す
。
紙
の
質

に
関
し
て
も
、
楮（
こ
う
ぞ
）な
の
か
雁
皮（
が
ん
ぴ
）な
の
か
、

古
い
時
代
に
使
わ
れ
て
い
た
麻
の
紙
、
苧
麻
紙
（
ち
ょ
ま
し
）

な
の
か
、
三
椏
紙
（
み
つ
ま
た
し
）
な
の
か
と
い
っ
た
こ
と
も
、

補
修
紙
を
つ
く
る
際
の
判
定
材
料
と
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
紙
質
検
査
に
よ
っ
て
、
新
し
い
発
見
も
経
験
し

て
い
ま
す
。
従
来
、
紙
の
教
科
書
、
紙
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ

る
本
な
ど
か
ら
、
三
椏
は
江
戸
時
代
か
ら
使
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
材
料
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
定
説
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
近
年
ご
く
わ
ず
か
、
け
ば
だ
っ
て
い
る
繊
維
二
、
三

本
で
紙
の
材
料
が
わ
か
る
よ
う
に
な
り
、
す
で
に
平
安
時
代
か

ら
三
椏
は
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
こ

れ
は
た
い
へ
ん
大
き
な
発
見
で
す
。

紙
質
以
外
に
も
、
雁
皮
と
楮
を
混
ぜ
た
紙
で
は
、
そ
の
割
合

や
、
本
日
の
展
示
に
も
で
て
お
り
ま
す
が
紙
を
漉
く
と
き
の
簀

の
目
の
数
、一
寸
あ
た
り
何
本
あ
る
の
か
が
問
題
と
な
り
ま
す
。

私
は
中
国
の
も
の
を
取
り
扱
っ
て
い
ま
す
が
、
三
・
三
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
は
中
国
の
現
在
の
一
寸
で
す
が
、
そ
こ
に
何
本
あ
る

の
か
、
ま
た
、
打
紙
加
工
と
い
っ
て
、
紙
の
表
面
を
叩
い
て
平

滑
に
す
る
加
工
の
有
無
な
ど
に
関
す
る
研
究
会
も
さ
か
ん
に
行

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

つ
い
先
だ
っ
て
の
十
二
月
四
、
五
日
に
、
京
都
の
醍
醐
寺
で

和
紙
の
文
化
史
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
た
こ
と

も
、
記
憶
に
新
し
い
こ
と
で
す
。
そ
の
席
で
も
、
活
発
な
議
論

が
交
わ
さ
れ
た
こ
と
を
覚
え
て
お
り
ま
す
。

紙
の
修
復
に
か
か
わ
る
現
状
と
技
術
上
の
問
題
点

世
界
的
な
視
野
に
た
つ
と
、
紙
の
修
復
は
た
い
へ
ん
大
き
な

問
題
を
抱
え
て
い
ま
す
。
今
か
ら
百
四
年
前
、
西
暦
一
九
〇
〇

年
に
発
見
さ
れ
、
英
国
の
オ
ー
レ
ル
・
ス
タ
イ
ン
が
一
九
〇
七

年
に
訪
れ
た
敦
煌
の
蔵
経
洞
か
ら
出
土
し
た
『
敦
煌
遺
書
』
は
、

そ
の
翌
年
一
九
〇
八
年
の
フ
ラ
ン
ス
の
ポ
ー
ル
・
ペ
リ
オ
の
探

検
に
よ
っ
て
世
界
中
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の

写
本
修
理
に
つ
い
て
、
英
国
、
フ
ラ
ン
ス
、
中
国
な
ど
の
図
書

館
の
修
理
部
ス
タ
ッ
フ
な
ど
の
関
心
が
非
常
に
高
く
な
っ
て
い

ま
す
。

『
敦
煌
写
本
』な
ど
を
世
界
的
な
規
模
で
扱
っ
て
い
る
I
D
P

（IN
TERN

ATIO
N
AL
D
U
N
H
U
AN
G
PRO

JEC
T
；

国
際

敦
煌
項
目
）
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
本
部
が
、
大
英
図
書
館
の
東
洋

写
本
部
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
I
D
P
が
主
催
す
る
国
際
会
議
が

二
〇
〇
五
年
四
月
に
北
京
で
開
催
さ
れ
る
予
定
で
す
が
、
そ
の

際
に
コ
ン
サ
べ
ー
シ
ョ
ン
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
（C

onservation

conference

）、
つ
ま
り
修
理
に
関
す
る
討
論
会
が
開
か
れ
ま

す
。
そ
の
席
で
は
、
世
界
に
五
万
点
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る

『
敦
煌
写
本
』
の
修
理
を
ど
の
よ
う
に
進
め
て
い
く
か
が
大
き

な
話
題
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
分
野
に
つ
い
て
は
、
わ
が

国
が
世
界
的
に
リ
ー
ド
す
る
大
き
な
役
目
を
担
っ
て
い
る
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
海
外
の
コ
ン
サ
バ
タ
ー
（C

onservator

）、
修
理
部

門
の
ス
タ
ッ
フ
に
も
問
題
が
あ
り
ま
す
。
わ
が
国
の
美
術
館
、

博
物
館
に
は
、
残
念
な
が
ら
コ
ン
サ
べ
ー
シ
ョ
ン
デ
ィ
パ
ー
ト

メ
ン
ト
（C

onservation
D
epartm

ent

）、
す
な
わ
ち
修
理

部
門
は
い
ま
だ
確
立
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
し
、
教
育
部
門
も
は
っ
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き
り
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
海
外
の
美
術
館
、
博
物
館
に
は
必
ず

修
理
部
門
が
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
ス
タ
ッ
フ
は
、
紙

に
関
し
て
、
特
に
紙
質
の
問
題
、
な
ん
で
で
き
て
い
る
の
か
と

い
う
分
析
と
簀
の
目
を
あ
わ
せ
た
補
修
紙
の
知
識
が
十
分
で
あ

る
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

近
年
、
文
化
財
を
修
理
す
る
際
、
た
と
え
ば
江
戸
時
代
の
似

寄
り
の
紙
を
使
っ
て
補
修
紙
と
す
る
よ
う
な
前
近
代
的
な
修
理

例
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
最
近
で
は
一
紙
ご
と

の
紙
の
観
察
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
紙
質
や
簀
の
目
の
数
、
厚

さ
な
ど
を
す
べ
て
確
認
し
て
、
一
枚
ご
と
に
補
修
紙
を
つ
く
る

こ
と
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。特
に
大
量
の
文
書
群
が
あ
る
場
合
、

紙
質
な
ど
が
大
き
な
問
題
と
な
り
ま
す
。

文
書
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
一
紙
で
完
結
し
て
い
る
も
の
が

多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
あ
る
い
は
、
つ
な
が
っ
て
い
た
り
、
文

書
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
お
経
で
す
と
、
ほ
ぼ
二
十
枚
を
一
巻
と

い
っ
て
、
だ
い
た
い
二
十
枚
を
継
い
で
い
ま
す
。
こ
れ
は
余
談

で
す
が
、
お
経
の
よ
う
な
も
の
は
、「
継
打
界
」
と
い
っ
て
、

は
じ
め
に
二
十
枚
、
紙
を
継
い
で
、
そ
の
次
に
打
紙
を
し
て
、

三
番
目
に
界
線
と
い
っ
て
罫
線
を
引
い
て
、
そ
の
あ
と
に
経
文

を
書
く
と
い
う
順
序
を
と
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
文

書
は
一
通
で
完
結
し
て
い
る
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
し

た
が
っ
て
、一
枚
ご
と
に
紙
質
が
違
う
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
す
。

そ
ん
な
に
大
き
な
虫
喰
い
で
な
く
と
も
、
特
別
に
小
さ
な
桁
で

紙
を
漉
い
て
補
修
紙
を
そ
の
都
度
、
つ
く
る
よ
う
に
し
ま
す
。

ほ
と
ん
ど
の
工
房
で
は
、
す
で
に
材
料
を
漉
き
返
し
て
補
修
紙

と
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
一
度
、
紙
と
い
う
製
品
と
し
て
仕

入
れ
た
も
の
を
、
簀
の
目
と
厚
さ
が
あ
う
よ
う
に
、
一
度
砕
い

て
漉
き
返
し
て
補
修
紙
と
し
て
使
っ
て
い
る
の
で
す
。

日
本
で
は
、
紙
の
分
析
な
ど
は
し
っ
か
り
と
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
そ
れ
ら
す
べ
て
が
欧
米
の
修
理
技
術
者
に
と
っ
て
た
い
へ

ん
目
新
し
い
こ
と
と
映
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

海
外
に
お
け
る
東
洋
美
術
品
の
修
復
の
現
状

ま
た
、
書
画
の
修
理
の
際
に
欧
米
の
修
理
技
術
者
た
ち
が
た

い
へ
ん
驚
く
の
が
、
太
巻
で
す
。
普
通
、
掛
軸
で
あ
れ
ば
軸
を

巻
き
上
げ
て
い
き
ま
す
が
、そ
う
す
る
と
径
が
小
さ
く
な
っ
て
、

横
折
れ
す
る
原
因
に
な
り
ま
す
。
少
し
直
径
の
大
き
な
も
の
で

ゆ
っ
た
り
と
巻
い
て
お
い
た
ほ
う
が
、
よ
り
直
線
に
近
い
わ
け

で
す
。
そ
の
ほ
う
が
作
品
の
ダ
メ
ー
ジ
が
少
な
い
こ
と
か
ら
太

巻
を
使
い
ま
す
。
そ
れ
に
は
、
円
筒
形
に
し
た
桐
で
、
真
ん
中

で
割
っ
て
、
下
側
で
つ
な
げ
て
、
内
側
に
落
と
し
込
み
の
部
分

を
つ
く
っ
た
も
の
を
使
っ
て
、
落
と
し
込
み
の
部
分
に
軸
を
い

れ
て
巻
き
上
げ
ま
す
。
そ
の
巻
き
上
げ
た
も
の
を
横
に
し
て
み

る
と
、
書
跡
の
巻
物
の
よ
う
な
感
じ
に
な
り
ま
す
。

こ
の
太
巻
は
た
い
へ
ん
便
利
で
す
。
欧
米
で
も
関
心
を
集
め

て
い
ま
す
が
、
い
か
ん
せ
ん
桐
で
す
べ
て
つ
く
ら
れ
て
お
り
、

海
外
で
は
材
料
の
調
達
と
、
そ
れ
を
つ
く
る
技
術
等
々
の
問
題

が
残
っ
て
い
ま
す
。
特
に
表
面
も
ひ
っ
か
か
り
の
な
い
よ
う
に

丁
寧
に
し
な
い
と
、
文
化
財
に
支
障
が
生
じ
て
し
ま
い
ま
す
。

I
D
P
の
会
議
に
は
、
国
宝
修
理
装

師
連
盟
の
方
に
一
人

出
席
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
お
願
い
し
て
い
ま
す
が
、
海
外

の
皆
さ
ん
に
、
書
跡
用
の
太
巻
を
み
せ
て
、
こ
の
よ
う
な
も
の

で
巻
き
込
ん
で
い
く
こ
と
が
保
存
に
対
し
て
重
要
で
あ
る
こ
と

を
紹
介
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
例
が
た
い
へ
ん
多
く
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
を
起

点
と
し
て
、
特
に
海
外
の
図
書
館
、
博
物
館
、
美
術
館
の
ス
タ

ッ
フ
と
の
交
流
、助
言
も
積
極
的
に
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

文
化
財
保
存
修
理
所
は
病
院
の
手
術
室

文
化
財
保
存
修
理
所
は
、
文
化
財
の
病
院
に
た
と
え
ら
れ
ま

す
。
た
だ
し
、
病
院
で
も
病
室
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
手
術
室
そ

の
も
の
で
す
。
博
物
館
の
施
設
で
い
え
ば
、
収
蔵
庫
内
そ
の
も

の
で
す
。
で
す
か
ら
、
細
心
の
注
意
と
優
れ
た
技
術
力
が
要
求

さ
れ
ま
す
。
修
理
所
内
を
見
学
し
た
い
と
い
っ
た
申
し
出
も
し

ば
し
ば
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
手
術
室
の
な
か
を
歩
く
よ
う
な

も
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
一
般
の
方
を
お
い
れ
す
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
状
況
が
ご
理
解
い
た
だ
け
る
か
と
思
い
ま
す
。
収
蔵

庫
な
ら
ま
だ
し
も
、
巻
物
や
掛
軸
は
巻
い
た
状
態
で
箱
に
は
い

っ
て
い
ま
す
が
、
修
理
所
内
の
工
房
で
は
、
そ
れ
ら
は
も
っ
と

も
無
防
備
な
状
態
に
な
っ
て
い
ま
す
。
板
に
ひ
ろ
げ
て
あ
っ
た

り
、
一
紙
ご
と
に
ば
ら
し
て
あ
っ
た
り
と
い
う
状
況
で
す
。
一

番
危
険
な
状
況
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
状
態
を
、
私
ど
も

は
よ
り
安
全
に
守
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

文
化
財
の
修
理
に
関
し
て
は
、
文
化
財
の
現
状
を
正
し
く
診

断
し
、
本
来
的
に
そ
れ
ら
の
文
化
財
が
有
し
て
い
る
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
正
し
く
読
み
と
っ
て
理
解
し
、
適
切
な
方
法
で
治
療
、
修

理
し
て
後
世
に
伝
え
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な

営
み
の
現
場
が
、
私
ど
も
の
保
存
修
理
所
で
す
。

修
理
記
録
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
と
調
査
研
究
の
推
進
を

こ
の
よ
う
な
場
は
、
学
芸
的
な
見
地
か
ら
い
う
と
、
修
理
調

査
研
究
の
ま
た
と
な
い
場
で
す
。
た
と
え
ば
、
彫
刻
な
ど
で
も
、

寄
木
づ
く
り
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
普
段
、
観
察
す
る
こ
と
の
で

き
な
い
内
部
の
構
造
や
技
法
、
銘
文
、
修
理
銘
、
造
像
銘
な
ど

の
有
無
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
書
画
こ
と
に
仏
画
の

よ
う
な
も
の
で
は
、
絹
の
裏
側
か
ら
の
彩
色
、
裏
彩
色
と
い
い

ま
す
が
、
そ
れ
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
後
世
補
わ
れ
た
絹
が
ど

の
部
分
で
あ
る
か
、
ど
ん
な
材
料
を
使
っ
て
描
い
た
の
か
と
い

っ
た
こ
と
を
調
査
す
る
絶
好
の
機
会
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
調
査
記
録
を
集
積
す
る
こ
と
も
、
私
ど
も
保
存
修
理
指
導
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室
の
仕
事
で
す
。
あ
る
意
味
で
は
、
私
ど
も
は
こ
う
し
た
現
場

を
た
く
さ
ん
み
せ
て
い
た
だ
い
て
、
普
段
目
に
す
る
こ
と
の
で

き
な
い
も
の
を
目
の
当
た
り
に
し
て
眼
福
を
得
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
目
の
当
た
り
に
し
た
分
、
記
録
を
残
し
て
後
世
に
伝
え

て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

皆
さ
ま
方
が
病
院
に
い
か
れ
る
と
、
し
ば
ら
く
い
っ
て
い
な

く
と
も
カ
ー
ド
一
枚
で
自
動
的
に
カ
ル
テ
が
で
て
き
ま
す
。
カ

ル
テ
は
蓄
積
さ
れ
て
い
ま
す
。私
ど
も
文
化
財
保
存
修
理
所
は
、

文
化
財
の
病
院
で
、
そ
の
よ
う
な
カ
ル
テ
を
す
べ
て
保
管
し
て

お
り
ま
す
し
、
ま
た
数
が
ふ
え
て
く
る
と
、
人
の
力
で
は
整
理

整
頓
が
で
き
な
く
な
っ
て
く
る
の
で
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
化
し
て
い
ま
す
。
修
理
前
・
後
の
写
真
を
す
べ
て
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
に
入
力
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
主
だ
っ
た

写
真
を
入
力
す
る
作
業
も
進
め
て
お
り
ま
す
。
情
報
公
開
が
ど

の
あ
た
り
ま
で
可
能
に
な
る
か
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
も
ち

ろ
ん
補
助
事
業
と
い
っ
た
よ
う
な
問
題
の
な
い
も
の
も
あ
り
ま

す
の
で
、
入
院
し
て
手
術
を
う
け
た
状
況
が
ど
れ
く
ら
い
伝
え

ら
れ
る
の
か
は
、こ
れ
か
ら
検
討
を
要
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

私
ど
も
の
文
化
財
保
存
修
理
所
内
で
は
こ
の
よ
う
な
取
組
み

体
制
の
下
に
、
文
化
財
修
理
を
全
面
的
に
サ
ポ
ー
ト
し
、
さ
ら

に
調
査
研
究
を
進
め
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。

文化財修復への取組みについて
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↓　日本うるし き
技術保存会

↑　昭和村からむし生産技術保存協会

↑　宮古芋麻績み（ブーンミ）保存会 ↑　阿波藍製造技術保存会

↓→　（社）全国社寺等屋根工事
技術保存会
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↑　歌舞伎衣裳製作修理技術保存会 ↑　歌舞伎小道具製作技術保存会

↑　歌舞伎大道具（背景画）製作技術保存会

→↓　（財）文化財建造物
保存技術協会

↑

↑　祭屋台等製作修理技術者会

↑　全国手漉和紙用具製作技術保存会

→　会場中央の打ち合わせ
スペース
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↑↓　文化財庭園保存技術者協議会

↑ （財）日本美術刀剣保存協会

←　国宝修理装 師連盟

←↑　（財）日光社寺
文化財保存会 26



↑　日本文化財漆協会

← （財）美術院

←↑　浮世絵木版画彫摺
技術保存協会

↓　全国文化財壁技術保存会

↑ （財）日本民族工芸技術保存協会

↑　琉球藍製造技術保存会

↑→　木之本町邦楽器原糸製造保存会

27



私
ど
も
は
、
文
化
財
の
保
存
、

普
及
・
啓
発
を
主
に
担
当
し
て
い

ま
す
。
こ
こ
で
は
、
京
都
市
が
こ

れ
ま
で
に
指
定
・
登
録
を
し
て
き

ま
し
た
文
化
財
の
保
存
例
を
中
心

に
説
明
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

が
、
そ
の
な
か
で
文
化
財
を
守
る

関
係
者
の
日
頃
の
努
力
を
お
伝
え

で
き
た
ら
と
考
え
て
い
ま
す
。

京
都
の
文
化
財
の
指
定
・

登
録
件
数

「
古
都
京
都
の
文
化
財
」
が
世

界
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
、
平
成
十

六
（
二
〇
〇
四
）
年
十
二
月
十
七

日
で
十
周
年
を
迎
え
ま
す
。
京
都

市
内
の
遺
跡
図
に
そ
の
世
界
遺
産

を
記
入
す
る
と
、
図
１
の
よ
う
に

な
り
ま
す
。
そ
の
図
で
、
上
の
四

角
の
囲
み
が
平
安
京
の
地
域
、
下

の
囲
み
が
長
岡
京
の
地
域
で
す
。
古
都
京
都
で
は
、
清
水
寺
、

延
暦
寺
、
醍
醐
寺
な
ど
十
七
の
社
寺
が
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ

て
い
ま
す
。
平
安
京
に
都
が
遷
さ
れ
る
以
前
に
そ
の
起
源
を
も

つ
社
寺
も
あ
り
ま
す
し
、
平
安
京
に
遷
都
し
て
以
降
の
平
安
時

代
・
鎌
倉
時
代
・
室
町
時
代
、
さ
ら
に
桃
山
時
代
・
江
戸
時
代

に
わ
た
る
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
積
み
重
ね
の
な
か
で
こ
れ
ら
が

守
ら
れ
引
き
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。

世
界
遺
産
は
、
日
本
だ
け
で
は
な
く
世
界
に
も
誇
れ
る
文
化

財
で
す
。
建
物
で
い
う
と
、
三
十
八
の
国
宝
、
百
六
十
の
重
要

文
化
財
を
含
ん
で
い
ま
す
。
庭
園
で
は
、
特
別
名
勝
あ
る
い
は

名
勝
が
十
二
件
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
世
界
遺
産
に
登
録

さ
れ
た
文
化
財
が
京
都
に
多
く
あ
る
根
底
に
は
、
京
都
そ
の
も

の
に
多
く
の
文
化
財
が
あ
り
、
旧
石
器
時
代
の
お
よ
そ
一
万
年

ほ
ど
前
に
人
が
住
み
始
め
て
か
ら
今
に
い
た
る
ま
で
文
化
が
引

き
継
が
れ
て
き
た
こ
と
が
そ
の
証
で
す
。

全
国
に
は
国
宝
あ
る
い
は
重
要
文
化
財
が
約
一
万
九
千
八
百

六
件
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
京
都
府
も
含
め
て
都
道
府
県
が
指

定
・
登
録
し
て
い
る
文
化
財
が
二
万
二
百
三
十
件
、
さ
ら
に
市

町
村
が
指
定
・
登
録
し
て
い
る
文
化
財
は
八
万
五
千
九
十
九
件

あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
の
う
ち
、
京
都
市
内
に
は
国
宝
・
重
要
文

京
都
市
に
お
け
る

文
化
財
の
保
護
に

つ
い
て

京
都
市
文
化
市
民
局
文
化
部
文
化
財
保
護
課
長

石

了

事
例
報
告

28伝統的な文化財を守り伝える「伝統の名匠」

賀茂別雷神社
（上賀茂神社）
賀茂御祖神社
（下鴨神社）
教王護国寺（東寺）
清水寺
延暦寺
醍醐寺
仁和寺
平等院
宇治上神社
高山寺
西芳寺
天竜寺
鹿苑寺（金閣寺）
慈照寺（銀閣寺）
龍安寺
本願寺（西本願寺）
二条城

平安京

長岡京

京都市内の遺跡図

図 1 世界遺産「古都京都の文化財」



化
財
が
二
千
三
十
七
件
、
京
都
府
が
指
定
・
登
録
し
て
い
る
も

の
が
百
二
十
二
件
、
京
都
市
が
指
定
・
登
録
し
て
い
る
も
の
が

四
百
五
件
、
合
計
二
千
五
百
六
十
四
件
あ
り
ま
す
。
こ
の
割
合

を
み
る
と
、
圧
倒
的
に
国
宝
・
重
要
文
化
財
が
多
く
な
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
こ
と
も
京
都
市
の
文
化
財
の
一
つ
の
特
徴
で
す
。

町
内
で
守
ら
れ
て
き
た
文
化
財

本
日
は
、
京
都
市
が
指
定
・
登
録
を
し
て
い
る
四
百
五
件
の

文
化
財
の
な
か
か
ら
少
し
紹
介
を
し
ま
す
。
キ
ー
ワ
ー
ド
は

「
市
民
と
文
化
財
」
で
す
。

町
内
で
守
ら
れ
て
き
た
文
化
財
の
一
例
と
し
て
、
平
安
時
代

前
期
に
つ
く
ら
れ
た
木
造
地
蔵
菩
薩
坐
像
が
あ
り
ま
す（
図
２
）。

図
３
は
そ
の
地
蔵
菩
薩
を
安
置
す
る
地
蔵
堂
で
す
。
京
都
で
は
、

縁
日
で
あ
る
二
十
四
日
前
後
に
各
町
内
で
盛
大
に
地
蔵
盆
が
行

わ
れ
ま
す
。
そ
の
折
、
こ
の
地
蔵
堂
も
利
用
さ
れ
ま
す
。
地
蔵

堂
の
前
面
の
格
子
状
の
部
分
を
と
り
は
ず
す
と
舞
台
に
な
り
ま

す
。
お
地
蔵
さ
ま
は
、
平
安
時
代
前
期
、
九
世
紀
ご
ろ
の
作
で
、

桂
材
の
一
木
造
り
で
、
町
内
の
た
い
せ
つ
な
お
地
蔵
さ
ま
と
し

て
千
百
年
以
上
も
祀
ら
れ
て
き
た
珍
し
い
例
で
す
。

平
成
元
（
一
九
八
九
）
年
に
、
京
都
市
で
こ
の
お
地
蔵
さ
ま

を
調
査
さ
せ
て
い
た
だ
き
、平
安
時
代
前
期
の
作
で
あ
る
こ
と
、

作
風
か
ら
優
れ
た
像
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。そ
こ
で
、

文
化
財
に
指
定
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。指
定
に
あ
た
り
、

町
内
で
文
化
財
に
つ
い
て
熱
心
に
勉
強
会
が
ひ
ら
か
れ
、
地
蔵

堂
を
改
修
し
ま
し
た
。災
害
や
盗
難
の
危
険
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

現
在
で
は
、
京
都
国
立
博
物
館
に
寄
託
さ
れ
、
毎
年
、
地
蔵
盆

に
町
内
に
里
帰
り
し
て
い
ま
す
。

眉
や
目
、
上
唇
に
強
い
精
神
性
が
う
か
が
え
る
像
で
、
身
に

ま
と
っ
て
お
ら
れ
る
衣
紋
も
か
な
り
密
に
彫
ら
れ
て
お
り
ま

す
。
そ
こ
か
ら
古
風
な
作
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
た
だ

し
、
一
木
造
り
と
い
っ
て
も
、
手
な
ど
一
部
は
別
の
材
料
か
ら

つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。

市
民
が
利
用
す
る
文
化
財

旧
京
都
郵
便
電
信
局
は
、
烏
丸
よ
り
も
一
筋
東
側
の
通
り
に

あ
る
現
在
の
三
条
郵
便
局
の
外
観
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
ま
す

（
図
４
）。
三
条
通
り
に
は
今
も
明
治
時
代
、
大
正
時
代
の
洋
風

建
築
物
が
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。
三
条
郵
便
局
の
す
ぐ
東
側
に

は
旧
日
本
銀
行
京
都
支
店
（
現
・
京
都
府
博
物
館
）、
少
し
東

に
い
く
と
旧
不
動
貯
金
銀
行
京
都
支
店
が
あ
り
ま
す
（
図
５
）。

こ
れ
は
大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
頃
の
建
物
で
す
。
さ
ら
に
も

う
少
し
東
に
い
く
と
、
旧
日
本
生
命
京
都
支
店
が
あ
り
、
そ
れ

は
大
正
三
（
一
九
一
四
）
年
の
建
造
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

も
っ
と
も
古
く
、
明
治
二
十
三
（
一
八
九
〇
）
年
に
建
て
ら

れ
た
家
辺
徳
時
計
店
は
、
商
店
で
洋
風
で
あ
る
と
い
う
珍
し
い

建
物
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
旧
毎
日
新
聞
社
京
都
支
局
は
比
較
的

新
し
く
、
昭
和
に
は
い
っ
て
か
ら
の
建
造
で
す
が
、
武
田
五
一

の
設
計
に
よ
る
も
の
で
、
デ
ザ
イ
ン
は
ア
ー
ル
デ
コ
の
影
響
を

う
け
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
三
条
通
り
に
つ
い
て
話
を
す
る
と
、
通
り
そ
の
も
の

は
平
安
京
の
三
条
大
路
の
跡
で
、
東
海
道
の
基
点
と
も
な
っ
て

い
ま
す
。
天
正
十
八
（
一
五
九
〇
）
年
、
豊
臣
秀
吉
が
三
条
大

29 京都市における文化財の保護について

図 2 木造地蔵菩薩坐像

図 3 木造地蔵菩薩安置地蔵堂

図 4 旧京都郵便電信局（現・三条郵便局）

修理前

修理後



橋
を
か
け
ま
す
が
、そ
の
と
き
旅
籠
や
問
屋
な
ど
が
軒
を
並
べ
、

三
条
通
り
が
繁
栄
し
ま
し
た
。
そ
の
繁
栄
は
明
治
期
以
降
も
続

き
、
金
融
機
関
や
商
店
が
軒
を
連
ね
る
京
都
経
済
の
中
心
地
と

な
り
ま
し
た
。

明
治
三
十
五
（
一
九
〇
二
）
年
八
月
に
、
京
都
郵
便
電
信
局

が
現
在
の
郵
政
公
社
の
前
身
、
逓
信
省
に
よ
っ
て
設
計
・
施
工

さ
れ
竣
工
し
ま
し
た
。
当
時
の
技
術
の
粋
を
集
め
て
日
本
人
が

建
造
し
た
洋
風
建
築
と
し
て
重
要
な
も
の
で
す
。
業
務
の
拡
大

に
と
も
な
っ
て
手
狭
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
昭
和
五
十
一
（
一
九

七
六
）
年
三
月
に
改
築
さ
れ
、
南
側
全
面
と
東
側
の
三
分
の
一
、

西
側
の
三
分
の
二
が
保
存
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
特
徴
の
一

つ
は
、
煉
瓦
造
り
の
屋
根
部
分
に
あ
り
ま
す
。
急
な
勾
配
で
上

の
ほ
う
で
や
や
緩
や
か
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
マ
ン
サ

ー
ド
屋
根
も
し
く
は
腰
折
れ
屋
根
と
い
い
ま
す
。
角
に
は
レ
ン

ガ
造
り
の
建
物
を
補
強
す
る
た
め
の
コ
ー
ナ
ー
ス
ト
ー
ン
を
配

置
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
出
入
口
の
上
部
に
櫛
形
の
ペ
デ
ィ
メ

ン
ト
を
、
二
階
部
分
に
も
豪
華
な
飾
り
を
配
置
し
て
い
ま
す
。

一
方
、
屋
根
裏
部
屋
に
は
ド
ー
マ
ー
窓
と
い
う
明
か
り
を
と
る

窓
が
あ
り
ま
す
。

旧
二
条
駅
舎

図
6
は
移
築
・
解
体
寸
前
の
旧
二
条
駅
舎
で
、
現
在
の
Ｊ
Ｒ

二
条
駅
は
近
代
的
な
編
み
笠
の
よ
う
な
姿
に
な
っ
て
い
ま
す
。

東
海
道
線
は
京
都
駅
を
東
西
に
貫
き
、
京
都
駅
か
ら
Ｊ
Ｒ
山
陰

本
線
が
走
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
Ｊ
Ｒ
山
陰
本
線
を
高
架
化
し

て
、
二
条
駅
か
ら
以
北
に
つ
い
て
連
続
立
体
交
差
の
事
業
を
す

る
こ
と
に
と
も
な
っ
て
駅
舎
も
新
し
く
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
そ
こ
で
、
二
条
城
の
す
ぐ
西
の
場
所
か
ら
京
都
駅
西
の
梅

小
路
蒸
気
機
関
車
館
に
旧
駅
舎
を
移
設
す
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。
図
7
は
、
移
築
・
解
体
前
で
、
後
ろ
に
新
し
い
駅
舎
が
み

え
て
い
ま
す
し
、
高
架
線
路
も
ほ
ぼ
で
き
あ
が
っ
て
い
ま
す
。

明
治
三
十
（
一
八
九
七
）
年
に
京
都
と
舞
鶴
を
結
ぶ
た
め
の

鉄
道
会
社
と
し
て
京
都
鉄
道
株
式
会
社
が
設
立
さ
れ
、
明
治
三

十
二
（
一
八
九
九
）
年
に
京
都
―
園
部
間
を
営
業
し
ま
し
た
。

資
金
難
の
た
め
に
舞
鶴
ま
で
伸
ば
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
明
治
三
十
七
（
一
九
〇
四
）
年
に
駅
舎
を
建
て
か
え
ま

し
た
。
当
初
は
洋
風
の
レ
ン
ガ
造
り
で
計
画
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
二
条
城
に
近
い
こ
と
も
あ
り
、
京
都
そ
の
も
の
も
表
し
た

い
と
い
う
気
持
ち
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
、
日
本
風
の
建
物
に

変
更
さ
れ
ま
し
た
。
明
治
期
に
建
築
さ
れ
た
本
格
的
な
和
風
駅

舎
と
し
て
現
存
す
る
唯
一
の
例
で
す
。

平
成
二
（
一
九
九
〇
）
年
に
駅
舎
を
移
動
さ
せ
る
曳
家
工
事

を
行
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
従
来
の
線
路
上
に
新
し
い
高
架
線

路
を
敷
く
関
係
上
、
工
事
期
間
中
の
仮
線
路
を
確
保
す
る
必
要

が
あ
っ
た
た
め
、
駅
舎
も
十
五
メ
ー
ト
ル
東
に
移
動
さ
せ
ま
し

た
。
三
十
ト
ン
ジ
ャ
ッ
キ
二
十
七
台
で
も
ち
上
げ
、
駅
舎
そ
の

も
の
を
動
か
す
四
台
の
ジ
ャ
ッ
キ
で
移
動
さ
せ
た
の
で
す
。
一

回
の
作
業
で
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ず
つ
動
か
し
、
二
日
間
か

け
て
移
動
さ
せ
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
平
成
八
（
一
九
九
六
）

年
に
工
事
が
ほ
ぼ
終
了
し
て
、
解
体
を
し
、
翌
年
に
復
元
工
事

も
完
了
し
て
い
ま
す
。
図
８
が
現
在
、
梅
小
路
蒸
気
機
関
車
館

の
入
り
口
に
あ
る
駅
舎
で
す
。
図
９
は
、
北
東
の
待
合
室
の
天

井
の
様
子
で
す
。
建
物
の
天
井
上
部
に
あ
る
飾
り
に
も
、
近
代

化
の
特
徴
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
二
階
の
窓
は
、
上
げ
下

げ
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

一
階
部
分
に
は
特
等
、
一
等
、
二
等
、
三
等
の
待
合
室
の
ほ

か
に
駅
長
室
が
あ
り
、二
階
に
は
事
務
室
が
五
室
あ
り
ま
し
た
。

図
10
は
移
築
前
の
立
面
図
と
移
築
後
の
立
面
図
で
、
移
築
後
は

両
横
を
や
や
縮
め
て
い
ま
す
。
梅
小
路
蒸
気
機
関
車
館
の
土
地

の
関
係
で
建
物
が
収
ま
り
き
ら
な
か
っ
た
た
め
、
両
翼
を
三
・

六
メ
ー
ト
ル
ず
つ
カ
ッ
ト
し
て
少
し
短
め
の
建
物
と
し
た
た
め

で
す
。
ま
た
、
図
面
の
駅
夫
詰
所
は
早
く
に
な
く
な
っ
て
お
り
、

移
築
時
に
は
す
で
に
な
く
、
現
在
も
復
元
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

現
在
、
内
部
は
資
料
館
に
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
を
通
り
抜
け
る

と
梅
小
路
蒸
気
機
関
車
館
の
入
り
口
に
で
る
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
す
。

埋
蔵
文
化
財
の
保
存
例

発
掘
さ
れ
た
遺
構
を
保
存
す
る
た
め
、
京
都
市
生
涯
学
習
総

合
セ
ン
タ
ー
の
中
庭
に
デ
ザ
イ
ン
し
た
例
で
す
。

京
都
市
に
お
け
る
埋
蔵
文
化
財
の
歴
史
は
比
較
的
新
し
く
、

昭
和
五
十
一
（
一
九
七
六
）
年
に
（
財
）埋
蔵
文
化
財
研
究
所

を
設
立
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
以
降
、
急
ピ
ッ
チ
で
京
都
市
内
の

埋
蔵
文
化
財
の
様
子
が
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

平
安
宮
の
全
体
の
大
き
さ
や
位
置
、
平
安
宮
以
外
の
遺
構
に
つ

い
て
も
多
く
検
出
さ
れ
研
究
が
進
み
ま
し
た
。
図
11
は
、
平
安

宮
造
酒
司
（
み
き
の
つ
か
さ
）
の
倉
庫
跡
で
す
。
そ
の
造
酒
司
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図 12 平安宮

図 11 平安宮造酒司（みきのつかさ）倉庫跡
京都市生涯学習総合センターの中庭に明示して保存

図 8 旧二条駅舎（移築・復元後）

図 10 旧二条駅舎の移築前と移築後の立面図

図 7 旧二条駅舎（移築・解体前）
移築前

移築後

図 13 平安宮造酒司（みきのつかさ）倉庫跡（発掘調査時）

図 6 旧二条駅舎（移築・解体前）

図 9 待合室の天井



は
平
安
京
の
や
や
西
南
に
位
置
し
（
図
12
）、
宮
内
の
諸
節

会
・
神
事
に
使
う
お
酒
、
あ
ま
ざ
け
、
酢
な
ど
の
醸
造
を
つ
か

さ
ど
る
宮
内
省
の
役
所
で
す
。
役
所
そ
の
も
の
は
出
土
し
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
そ
こ
に
あ
っ
た
倉
庫
跡
は
昭
和
五
十
二
（
一
九

七
七
）
年
の
発
掘
調
査
で
柱
を
立
て
る
た
め
の
跡
が
検
出
さ
れ

ま
し
た
（
図
13
）。
大
き
さ
は
、
東
西
に
六
メ
ー
ト
ル
、
南
北

に
七
・
二
メ
ー
ト
ル
で
、
や
や
変
形
な
柱
の
数
十
六
本
の
倉
庫

跡
で
す
（
図
14
）。
そ
の
建
物
の
姿
は
、
春
日
大
社
の
宝
蔵
の

屋
根
が
桧
皮
葺
で
、
柱
の
数
は
九
本
、
二
間
四
方
の
建
物
で
あ

る
こ
と
に
比
べ
る
と
、
や
や
小
ぶ
り
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
そ
の

よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

も
う
一
つ
は
、
東
寺
の
宝
蔵
の
よ
う
な
形
式
も
考
え
ら
れ
ま

す
（
図
15
）。
柱
の
数
は
十
六
本
で
す
が
、
三
間
四
方
で
す
し
、

屋
根
が
瓦
葺
で
し
か
も
校
倉
造
で
す
。
建
物
と
し
て
は
春
日
大

社
の
宝
蔵
に
近
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
瓦
が
ほ
と
ん
ど
出
土
し

て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
、
桧
皮
葺
に
間
違
い
な
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

こ
う
し
て
出
土
し
た
柱
跡
の
遺
構
を
デ
ザ
イ
ン
化
し
て
残
し

て
い
ま
す
（
図
16
）。
デ
ザ
イ
ン
化
さ
れ
た
中
庭
の
下
に
は
、

遺
構
面
そ
の
も
の
を
保
存
し
て
お
り
ま
す
。
か
な
り
忠
実
に
デ

ザ
イ
ン
し
ま
し
た
。建
物
も
少
し
設
計
変
更
を
し
た
わ
け
で
す
。

市
民
が
守
る
伝
統
行
事
――
大
文
字
五
山
送
り
火

大
文
字
五
山
送
り
火
も
京
都
市
無
形
民
俗
文
化
財
と
し
て
昭

和
五
十
八
（
一
九
八
三
）
年
に
登
録
さ
れ
ま
し
た
。
保
存
会
の

皆
さ
ん
が
一
年
を
通
じ
て
活
動
を
さ
れ
、
毎
年
八
月
十
六
日
に

精
霊
送
り
の
行
事
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
以
前
は
も
う
少
し
多

く
実
施
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
現
在
は
、
大
文
字
送
り
火
、

松
ケ
崎
妙
法
送
り
火
、
船
形
万
燈
籠
送
り
火
、
左
大
文
字
送
り

火
、
鳥
居
形
松
明
送
り
火
の
五
つ
が
灯
さ
れ
て
い
ま
す
。

山
の
管
理
は
、
火
床
周
辺
の
下
草
刈
り
や
山
道
、
火
床
の
整

理
で
す
。
ま
た
、
実
施
の
際
の
松
割
り
木
の
調
達
な
ど
の
段
取

り
も
し
ま
す
し
、
後
継
者
の
育
成
も
大
事
な
仕
事
で
す
。
江
戸

時
代
の
安
永
九
（
一
七
八
〇
）
年
の
都
名
所
図
絵
に
は
（
図
17
）、

毎
年
七
月
十
六
日
の
…
…
…
と
書
き
始
め
ら
れ
て
お
り
、
多
く

の
市
民
が
当
時
か
ら
楽
し
ん
で
い
た
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。

最
後
に
、
雪
の
時
の
…
…
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
雪
が
積
も
る

と
雪
の
大
文
字
に
な
り
ま
す
。
現
在
の
点
火
の
ス
タ
イ
ル
に
近

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

送
り
火
は
、
午
後
八
時
に
点
火
さ
れ
ま
す
。
図
18
は
火
床
の
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図 15 東寺宝蔵

図 16 遺構をデザイン化した床面

図 18 火床

図 19 火床

図 17 都名所図絵から（安永９（1780）年） 図 14 倉庫跡
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様
子
で
、
大
文
字
の
真
ん
中
の
「
か
な
わ
」
と
呼
ば
れ
る
部
分

は
、
ひ
と
き
わ
大
き
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
一
般
的
な
火
床
は

整
然
と
並
ん
で
い
ま
す
（
図
19
）。
図
20
は
、
大
文
字
送
り
火

の
準
備
が
整
っ
た
火
床
の
様
子
で
す
。

松
ヶ
崎
妙
法
送
り
火
は
、
か
た
ち
が
少
し
異
な
り
ま
す
。
百

三
あ
る
火
床
は
金
属
製
で
、
そ
の
上
に
松
割
り
木
を
井
桁
状
に

組
み
（
図
21
）、
八
時
十
分
に
点
火
さ
れ
ま
す
。

船
形
万
燈
籠
送
り
火
は
、
倉
庫
か
ら
だ
し
た
松
割
り
木
を
山

の
上
で
井
桁
状
に
組
み
ま
す
（
図
22
）。
そ
れ
が
ほ
ぼ
完
成
す

る
と
、
万
全
を
期
す
た
め
に
放
水
を
し
て
、
夜
の
本
番
を
待
ち
、

八
時
十
五
分
に
点
火
さ
れ
ま
す
。

左
大
文
字
送
り
火
も
同
じ
よ
う
に
火
床
の
上
に
井
桁
状
に
組

み
ま
す
。
夜
八
時
十
五
分
に
点
火
さ
れ
ま
す
。
五
十
三
の
火
床

が
こ
の
よ
う
に
守
ら
れ
て
い
ま
す
（
図
23
）。

鳥
居
形
松
明
送
り
火
の
火
床
を
図
24
に
示
し
ま
す
。
鳥
居
の

一
番
頂
上
の
部
分
は
山
の
か
た
ち
に
沿
っ
て
カ
ー
ブ
を
描
く
よ

う
に
火
床
が
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
正
面
か
ら
み
る
と
ま
っ

す
ぐ
に
み
え
ま
す
。
か
な
り
急
峻
な
斜
面
に
火
床
を
つ
く
っ
て

い
ま
す
が
、
そ
こ
か
ら
は
遠
く
京
都
市
内
が
一
望
で
き
、
遠
く

に
大
文
字
の
送
り
火
も
み
え
ま
す
。
夜
八
時
二
十
分
に
点
火
さ

れ
ま
す
。

文
化
財
の
保
存
例
を
い
く
つ
か
ご
紹
介
を
し
ま
し
た
。
文
化

財
を
守
る
た
め
に
は
、
文
化
財
の
所
有
者
は
も
と
よ
り
、
文
化

財
を
支
え
る
多
く
の
関
係
者
が
お
ら
れ
ま
す
。
そ
う
し
た
関
係

者
の
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
、
支
援
、
支
持
を
し
て
い
た
だ
く
努
力
が

あ
っ
て
こ
そ
文
化
財
が
守
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と

が
、
次
の
時
代
に
引
き
継
が
れ
る
、
日
々
の
努
力
の
結
果
で
す
。

私
ど
も
行
政
は
お
力
添
え
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
に
す
ぎ
ま
せ
ん

が
、
精
一
杯
頑
張
っ
て
次
の
時
代
に
引
き
継
ぎ
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。

私
の
話
は
以
上
で
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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図 20 大文字送り火

図 22 船形万燈籠送り火

図 23 左大文字送り火図 24 鳥居形松明送り火

図 21 松ケ崎妙法送り火



沿
革

私
は
文
化
財
庭
園
保
存
技
術
者
協
議
会
の
中
堅
ど
こ
ろ
と
い

う
立
場
で
す
。
三
十
年
以
上
経
験
さ
れ
て
い
る
方
が
正
会
員
と

し
て
登
録
さ
れ
、
二
十
年
以
上
経
験
し
て
い
る
私
は
準
会
員
と

い
う
か
た
ち
に
な
っ
て
い
ま
す
。

文
化
財
庭
園
保
存
技
術
者
協
議
会
は
、
文
化
財
庭
園
の
保

存
・
継
承
の
た
め
に
、
日
々
の
維
持
・
管
理
と
修
復
に
努
め
る

技
術
者
、
い
わ
ゆ
る
庭
師
・
石
工
な
ど
の
方
々
が
結
集
し
た
団

体
で
す
。
二
〇
〇
二
年
に
国
の
選
定
保
存
技
術
に
選
定
さ
れ
、

保
存
団
体
と
し
て
認
定
さ
れ
ま
し
た
。
私
た
ち
は
文
化
財
庭
園

が
優
良
な
か
た
ち
で
保
存
・
継
承
さ
れ
て
い
く
た
め
に
技
術
の

伝
承
を
目
的
と
し
た
後
継
者
育
成
の
研
修
を
行
っ
て
い
ま
す
。

技
能
研
修
で
は
内
容
や
段
取
り
を
事
務
局
と
相
談
し
、
会
員
の

指
導
に
あ
た
っ
て
お
り
ま
す
。

全
国
に
は
国
指
定
の
名
勝
庭
園
が
約
百
八
十
件
あ
り
ま
す
。

地
方
、
公
共
団
体
指
定
の
名
勝
庭
園
も
数
多
く
あ
り
ま
す
が
、

な
か
に
は
樹
木
が
大
き
く
な
り
す
ぎ
て
本
来
の
姿
を
隠
し
て
い

る
庭
園
も
け
っ
し
て
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
池
の
漏
水
や
石
組

み
が
崩
れ
て
い
る
庭
園
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
庭
園
で
の
研

修
や
整
備
に
つ
い
て
こ
れ
か
ら
紹
介
し
ま
す
。

松
の
剪
定
技
術
の
研
修

ま
ず
、
二
〇
〇
三
年
に
岩
手
県
で
行
っ
た
研
修
に
つ
い
て
紹

介
し
ま
す
。
京
都
御
苑
に
は
大
き
な
松
が
た
く
さ
ん
植
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
岩
手
の
研
修
で
は
、
京
都
御
苑
と
同
じ
よ
う
な
松

の
剪
定
技
術
を
正
会
員
か
ら
教
わ
り
ま
し
た
。
図
1
は
剪
定
前
、

図
2
が
剪
定
後
の
状
態
で
す
。
写
真
に
撮
る
と
ど
う
し
て
も
枝

葉
の
量
が
少
な
く
写
り
ま
す
が
、
実
際
は
素
晴
ら
し
い
形
状
に

な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
、
庭
園
内
か
ら
み
て
い
た

文
化
財
庭
園
保
存

技
術

文
化
財
庭
園
保
存
技
術
者
協
議
会

片
石
　
高
幸

事
例
報
告
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だ
け
れ
ば
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
松
も
五
年
ほ
ど
手
入
れ

を
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
図
3
で
も
サ
ツ
キ
や
ツ
ツ

ジ
が
石
組
み
な
ど
を
隠
し
て
い
ま
す
が
、
同
様
の
こ
と
が
多
く

の
庭
園
で
も
み
ら
れ
ま
す
。
所
有
者
や
先
生
方
と
検
討
し
な
が

ら
作
業
を
進
め
て
、
図
4
が
作
業
終
了
後
の
状
態
で
す
。
全
体

的
に
落
葉
し
て
い
る
た
め
、
明
る
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え

ま
す
。
手
前
の
隠
れ
て
い
た
飛
び
石
も
手
を
い
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
で
て
き
ま
し
た
。

図
5
手
前
の
人
は
、
四
十
年
以
上
の
経
験
を
も
つ
正
会
員
で
、

会
の
代
表
者
で
す
。
こ
の
方
の
指
導
に
基
づ
い
て
、
若
い
会
員

が
松
の
木
に
の
ぼ
っ
て
剪
定
を
し
て
い
ま
す
。

彦
根
市
玄
宮
園
の
整
備

図
6
は
、
現
在
私
が
携
わ
っ
て
い
る
彦
根
城
の
下
屋
敷
に
あ

た
る
国
指
定
名
勝
庭
園
の
玄
宮
園
の
平
成
十
四
年
の
姿
で
す
。

こ
の
庭
園
は
古
い
絵
図
や
図
面
な
ど
の
資
料
を
も
と
に
整
備
を

進
め
て
い
ま
す
。
彦
根
市
の
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
文
化

十
（
一
八
一
三
）
年
の
『
玄
宮
園
図
』
を
み
る
と
（
図
7
）、
池

の
中
島
は
鶴
鳴
渚
（
か
く
め
い
な
ぎ
さ
）
と
い
っ
て
、
鶴
が
羽

を
広
げ
て
飛
び
立
と
う
と
し
て
い
る
姿
を
表
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
こ
の
中
央
に
立
っ
て
い
る
石
は
、
現
在
も
あ
り

ま
す
。

35 文化財庭園保存技術

図 4 剪定後 図 3 剪定前

図 7 玄宮園図（文化 10 年頃・彦根市博物館蔵）

図 6 玄宮園（彦根市） 図 5 技能研修の様子

図 8 平面図（昭和 12 年・日本庭園史図鑑）



こ
の
絵
図
に
は
、
滝
が
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、
滝
の
復
元
は

困
難
を
き
わ
め
ま
す
。
全
体
の
整
備
計
画
を
た
て
て
か
ら
行
い

ま
す
。
滝
の
復
元
が
で
き
れ
ば
す
ば
ら
し
い
往
時
の
景
観
が
保

持
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

図
8
の
図
面
は
、
重
森
三
玲
氏
が
昭
和
十
二
年
こ
ろ
に
作
図

さ
れ
た
も
の
で
す
。
当
時
で
も
勝
手
に
生
え
て
き
た
樹
木
な
ど

が
、
た
く
さ
ん
み
ら
れ
ま
す
。
平
成
十
一
年
に
樹
木
調
査
を
行

い
ま
し
た
が
、
昭
和
十
一
年
と
比
べ
る
と
さ
ら
に
木
の
数
量
が

ふ
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

図
9
が
、
現
場
で
使
用
し
た
図
面
で
す
。
そ
の
図
面
で
赤
い

丸
や
×
印
が
つ
い
た
樹
木
は
伐
採
し
ま
し
た
。
た
だ
し
、
庭
園

と
し
て
の
景
観
を
保
つ
た
め
、
紅
葉
な
ど
は

残
す
よ
う
に
整
備
し
ま
し
た
。
図
10
は
平
成

十
年
の
中
島
の
様
子
で
す
。
樹
木
が
大
き
く

な
り
す
ぎ
、
芝
生
の
稜
線
が
み
え
な
く
な
っ

て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
サ
ツ
キ
や
ツ
ツ
ジ
類

は
毎
年
軽
く
剪
定
さ
れ
て
、
大
き
く
な
っ
て

い
ま
す
。
図
11
が
、
平
成
十
六
年
十
二
月
初

旬
の
姿
で
す
。
絵
図
に
よ
く
似
た
稜
線
が
現

れ
て
き
た
の
が
わ
か
る
か
と
思
い
ま
す
。

冬
季
に
は
護
岸
の
石
組
み
の
崩
壊
状
態
の

調
査
を
行
い
ま
し
た
。
池
に
堆
積
土
が
た
く

さ
ん
あ
る
た
め
、
少
し
ず
つ
浚
渫
を
行
っ
て

い
ま
す
。
せ
っ
か
く
遠
い
と
こ
ろ
か
ら
庭
園

を
み
に
き
た
の
に
、
池
に
水
が
な
い
と
残
念

だ
と
い
う
方
も
た
く
さ
ん
お
ら
れ
ま
す
。
研

究
者
に
は
喜
ば
れ
ま
す
が
、
調
査
な
ど
を
し

て
い
る
こ
と
を
ご
了
解
い
た
だ
き
、
き
て
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
平
成
十
七
年
は
二

月
上
旬
か
ら
下
旬
に
か
け
て
こ
の
よ
う
な
状

態
が
み
ら
れ
ま
す
（
図
12
）。
石
組
み
の
状

態
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
（
図
13
）。

図
14
の
右
手
に
あ
る
の
が
龍
臥
橋
で
、
テ

レ
ビ
の
撮
影
で
も
た
び
た
び
使
わ
れ
て
お
り

ま
す
。
こ
れ
も
平
成
十
年
の
写
真
で
、
絵
図

で
は
立
石
が
あ
る
の
で
す
が
、
み
え
な
く
な

っ
て
い
た
た
め
、
整
備
し
ま
し
た
。
図
15
は

平
成
十
一
年
に
彦
根
市
の
作
業
員
の
方
々
が

剪
定
し
た
状
態
で
す
。
そ
の
後
、
私
た
ち
が

剪
定
作
業
を
し
て
、
透
か
し
の
技
術
に
よ
り

後
ろ
の
風
景
も
み
え
る
景
観
を
つ
く
り
ま
し
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図 9 施工図面

図 11 平成 16 年の景観

←図 13 石組
みの様子

→図 12 露出
した湖底

図 10 平成 10 年の龍臥橋北側の植栽



た
（
図
16
）。

続
き
ま
し
て
、
宮
崎
県
飫
肥
市
の
庭
園
で
す
。
こ
ち
ら
も
サ

ツ
キ
類
が
大
き
く
な
り
す
ぎ
た
た
め
（
図
17
）、
不
要
な
樹
木

を
は
ず
す
よ
う
に
し
ま
し
た
（
図
18
）。
私
た
ち
が
研
修
で
ど

の
樹
木
が
景
観
を
崩
し
て
い
る
の
か
を
検
討
し
て
い
た
時
、
所

有
者
の
方
が
は
さ
み
と
鋸
を
も
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
当
主
は

石
が
み
え
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
が
す
ご
く
気
に
な
っ
て
い
て

自
ら
作
業
さ
れ
ま
し
た
。

私
は
、
平
等
院
の
庭
園
に
も
携
わ
り
ま
し
た
（
図
19
）。
平

等
院
の
洲
浜
整
備
の
場
合
、
宝
物
館
の
新
築
工
事
で
地
下
か
ら

良
質
の
粘
土
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
利
用
し
て
施

工
し
ま
し
た
。
こ
の
洲
浜
の
仕
上
げ
は
玉
石
で
す
が
、
平
安
時

代
に
は
良
質
な
宇
治
川
の
礫
が
選
別
さ
れ
使
わ
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
り
ま
し
た
。
現
在
、
宇
治
川
の
石
は
ほ
と
ん
ど
流
通
し

て
お
り
ま
せ
ん
。
整
備
で
は
境
内
に
残
さ
れ
た
宇
治
川
の
石
を

再
利
用
し
た
り
、
ほ
か
の

川
で
採
取
し
た
石
を
利
用

し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

に
資
材
の
確
保
が
た
い
へ

ん
困
難
に
な
っ
て
い
ま

す
。
今
後
は
、
採
取
不
可

能
な
宇
治
川
の
礫
を
確
保

し
、
敷
き
か
え
、
往
時
の

極
楽
浄
土
を
表
現
で
き
る

よ
う
な
整
備
を
期
待
し
ま

す
。簡

単
で
は
ご
ざ
い
ま
し

た
が
、
庭
園
の
説
明
は
こ

れ
で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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図 19 平等院の庭園

図 16 平成 16 年の景観（剪定後）
図 17 剪定前

図 18 剪定後

図 14 平成 10 年の景観（剪定前）

図 15 平成 11 年の景観（市職員の方の剪定後）



阿
波
藍
づ
く
り
暦

私
は
難
し
い
こ
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
の
で
、
自
分
の
与
え
ら

れ
た
時
間
内
で
、
藍
の
つ
く
り
方
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。

私
の
家
は
先
祖
代
々
五
百
年
あ
ま
り
同
じ
仕
事
を
し
て
い
ま

す
。
阿
波
藍
製
造
技
術
保
存
会
と
い
う
の
は
佐
藤
、
外
山
、
新

居
、
吉
田
の
四
軒
で
す
。
親
か
ら
子
に
伝
わ
り
、
子
が
亡
く
な

っ
た
ら
ま
た
そ
の
子
ど
も
に
伝
わ
る
と
い
う
こ
と
で
、
昭
和
五

十
三
年
に
認
定
さ
れ
て
か
ら
こ
れ
ま
で
四
人
で
す
。
日
本
で
昔

な
が
ら
の
白
花
小
上
粉
（
京
の
水
藍
）
だ
け
を
頑
な
に
守
り
製

造
を
続
け
て
い
る
の
は
私
の
家
だ
け
で
す
。

藍
づ
く
り
は
一
年
間
か
か
り
ま
す
。
阿
波
藍
の
蒔
種
か
ら
す

く
も
づ
く
り
の
作
業
を
表
に
詳
し
く
紹
介
し
ま
す
が
、
十
二
月

三
十
一
日
の
夜
は
除
夜
の
鐘
を
つ
き
に
い
っ
て
、
氏
神
さ
ん
へ

お
参
り
を
し
て
、
そ
れ
か
ら
先
祖
の
墓
を
お
参
り
し
ま
す
。
そ

れ
で
、
一
月
三
日
ま
で
は
お
休
み
で
す
。
一
月
四
日
の
初
仕
事

は
、
ス
コ
ッ
プ
な
ど
畑
の
土
を
掘
る
道
具
を
車
に
積
ん
で
、
一

升
瓶
に
水
を
い
っ
ぱ
い
い
れ
て
で
か
け
ま
す
。
畑
の
筋
を
二
十

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
掘
っ
て
、
一
枚
一
枚
土
を
口
で
か
ん

で
、
作
付
け
す
る
の
に
な
に
が
足
り
な
い
か
、
な
に
が
余
っ

て
い
る
か
を
調
べ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
酪
農
を
し
て
い
る
家
に

い
っ
て
、
一
年
た
っ
た
牛
の
堆
肥
を
も
ら
い
ま
す
。
そ
の
堆

肥
を
畑
に
二
ト
ン
車
で
五
杯
い
れ
る
と
か
、
一
反
に
何
杯
い

れ
る
の
か
を
き
め
、
一
、
二
月
は
土
づ
く
り
を
し
ま
す
。
二

月
の
末
に
も
う
一
回
土
を
か
ん
で
、
な
に
が
足
ら
ん
か
、
こ

れ
で
え
え
か
を
調
べ
ま
す
。

徳
島
に
は
、
三
月
の
十
日
ま
で
に
必
ず
ツ
バ
メ
が
き
ま
す
。

私
の
家
は
、
先
祖
代
々
ツ
バ
メ
が
き
た
日
の
次
の
大
安
の
日

に
種
蒔
き
を
し
ま
す
。
こ
れ
は
き
ま
っ
て
い
ま
す
。
毎
年
三

月
十
日
ま
で
の
大
安
の
日
に
種
を
蒔
い
て
、
四
月
の
二
十
日

か
ら
五
月
の
上
旬
に
定
植
し
ま
す
。
藍
を
植
え
つ
け
て
五
日
か

ら
一
週
間
た
っ
た
ら
植
え
た
の
を
抜
い
て
、
根
が
真
っ
白
で
あ

っ
た
ら
、
そ
の
年
は
豊
作
で
す
。
根
が
茶
色
か
っ
た
り
、
黒
か

っ
た
ら
、
土
づ
く
り
に
失
敗
し
と
る
わ
け
で
す
。
私
た
ち
は
プ

ロ
で
す
の
で
、
一
、
二
月
の
土
づ
く
り
で
、
ぴ
た
っ
と
し
た
も

の
が
つ
く
れ
ま
す
。

三
、
四
月
に
植
え
、
四
、
五
月
に
定
植
し
て
一
か
月
ほ
ど
し

た
ら
、
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
に
成
長
し
ま
す
。
藍
は
ア

ル
カ
リ
性
の
強
い
草
な
の
で
蛇
が
一
番
嫌
い
ま
す
。
藍
の
畑
の

な
か
に
も
蛇
が
は
い
っ
て
き
ま
す
が
、
落
ち
着
い
て
お
れ
ん
の

で
す
ぐ
で
て
い
き
ま
す
。
な
の
で
、
藍
畑
の
な
か
は
雲
雀
の
巣

ば
っ
か
り
に
な
り
ま
す
。
雲
雀
が
卵
を
産
ん
だ
ら
蛇
が
皆
、
食

べ
ま
す
。
藍
の
畑
に
産
ん
で
蛇
が
こ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
ん

で
す
。
そ
れ
を
竹
で
目
印
し
た
り
、
ビ
ニ
ー
ル
で
消
毒
づ
け
か

ら
囲
っ
て
や
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。

一
か
月
し
た
ら
、
藍
が
六
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
に
な
り

ま
す
。
六
月
二
十
日
す
ぎ
、
摂
氏
三
十
度
に
な
っ
た
ら
収
穫
を

始
め
て
、
夏
が
よ
か
っ
た
ら
一
回
目
刈
っ
た
ら
芽
が
で
て
、
二

阿
波
藍
製
造
技
術

阿
波
藍
製
造
技
術
保
存
会
会
長
　

佐
藤
　
昭
人

事
例
報
告
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図1 藍に水を打つ様子



回
目
刈
っ
て
も
芽
が
で
て
、
三
回
目
刈
っ
て
も
ま
た
芽
が
で
ま

す
。
最
高
に
と
れ
る
と
き
は
三
回
と
れ
ま
す
。
普
通
は
二
回
半

く
ら
い
で
す
。
去
年
は
な
ぜ
か
雨
が
多
く
て
冷
夏
で
あ
っ
た
た

め
、
二
回
も
と
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
九
月
上
旬
ま
で
収
穫
が
あ

り
ま
す
。

す
く
も
の
製
造

収
穫
し
た
藍
の
葉
が
乾
燥
し
て
、
か
ら
か
ら
に
な
っ
た
状
態

の
も
の
を
寝
床
と
い
う
作
業
場
へ
い
れ
て
、
九
月
か
ら
十
二
月

ま
で
の
百
日
間
、
摂
氏
七
十
度
の
な
か
、
裸
足
に
半
ズ
ボ
ン
、

半
袖
シ
ャ
ツ
の
格
好
で
、
乾
燥
し
た
葉
に
地
下
水
を
か
け
て
切

り
返
し
ま
す
。
五
、
六
日
ご
と
に
二
十
回
切
り
返
し
、
百
日
間

発
酵
さ
せ
ま
す
。
九
月
上
旬
か
ら
十
月
十
日
の
週
ま
で
は
気
温

が
徐
々
に
下
が
り
ま
す
が
、
十
月
の
二
十
日
の
週
か
ら
は
温
度

が
急
に
下
が
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
摂
氏
七
十
度
を
保
つ
た
め
、

藁
で
編
ん
だ
筵
で
布
団
を
か
け
る
よ
う
に
し
ま
す
。

私
た
ち
の
家
の
長
男
は
、
数
え
年
十
歳
か
ら
強
制
的
に
作
業

場
へ
い
れ
ら
れ
ま
す
。
今
の
小
学
校
三
年
生
く
ら
い
か
ら
、
親

父
や
お
じ
い
さ
ん
が
師
匠
に
な
る
習
慣
に
な
っ
て
い
ま
す
。
十

歳
か
ら
び
ん
た
で
叩
か
れ
て
大
き
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
私
は

今
、
六
十
五
歳
で
す
の
で
、
作
業
場
へ
は
い
り
だ
し
て
五
十
五

年
で
す
。
そ
の
ぐ
ら
い
の
歴
史
が
い
り
ま
す
。

さ
て
、
十
月
の
二
十
日
の
週
に
布
団
を
か
け
る
一
番
の
目
安

は
、
私
の
家
は
吉
野
川
の
す
ぐ
近
く
で
す
の
で
、
十
月
の
十
四
、

五
日
に
必
ず
鴨
が
下
り
て
き
ま
す
。
鴨
が
き
た
ら
布
団
を
か
け

る
日
が
近
づ
い
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
と
、
氏
神
さ
ん
の
イ
チ

ョ
ウ
の
葉
を
み
て
判
断
し
ま
す
。
朝
起
き
て
イ
チ
ョ
ウ
の
葉
が

ち
ょ
っ
と
黄
色
に
な
り
か
け
た
時
点
で
布
団
を
か
け
ま
す
。
こ

れ
が
一
日
遅
れ
た
ら
、
葉
っ
ぱ
の
表
面
に
水
滴
が
浮
き
ま
す
。

水
滴
が
浮
く
と
い
う
こ
と
は
、
風
邪
を
ひ
い
た
印
で
す
。
そ
う

す
る
と
、
一
つ
の
床
に
日
本
酒
を
五
升
く
ら
い
口
で
吹
い
て
、

乾
い
た
肌
着
を
着
せ
る
と
水
滴
は
ふ
っ
と
止
ま
り
ま
す
。
そ
れ

が
十
月
の
二
十
日
か
ら
二
十
五
日
の
一
日
の
出
来
事
で
す
が
、
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表1 阿波藍づくり（蒔種からすくもづくりまで）

1. 藍の蒔種
昔は節分のころに行ったが、現在は3月上旬に大安の日を選んで行う（徳島の
地にツバメがくるころ）。
1）地ごしらえ
・下準備として石灰をふり、土をよく耕し平らにする。
・昔の麦ふみのローラーを用いてよく固める。
・藍の種子は微粒だがら床は必ず細土にしなければいけない。
2）蒔種
・地ごしらえができると種をまく。
・藍種がかくれる程度に砂をかける。
・防雀網を張る。
・御神酒をまつり、1年間の藍作の無事を祈る。

2. 苗床の間引き、除草
・蒔種後15日くらいで双葉がみえてくる。
・約1か月後、苗が2～3cmくらいに成長すると、間引きなどを行う。
・2cm四方に2、3本の割合で残し補植し、余分な苗は抜きとり間引きをする。
・同時に除草も行う。
・四つ折りの「筵」を2枚用意し、苗の上に座って交互に筵を前に移動して作
業を行う。
・苗の上に座ると、苗が折れるようになるが、1日たつと元のように起きてく
る。
・1ヘクタール分の苗床の間引きを2人で15～20日くらいの日数を要する。

3. 苗床からの採苗
・定植のころになると、藍苗は20cmくらいに成長している。
・苗床に散水して土をやわらげ、4、5本ずつを一まとめにして抜きとり、手
ごろな大きさに藁で束ねる。
・活着をよくするためにすぐ水につけ、根に水分を保たせて本畑に運ぶ。

4. 藍の定植
・本畑は堆肥、石灰を散布し、よく耕して、80cm間隔に溝をつくる。

5. 管理
1）第1回目施肥、薬剤散布
・定植後1週間から10日くらいして行い、同時にアブラムシに薬効のある
「ダイジストン」、根切り虫に効く「オルトラン」も散布する。
・化成肥料を少量施す。これを肌肥という。
2）培土
・定植後第1回目の根寄せを「ソリコミ」という。ソリガナを用いて行う。
3）施肥
・定植後約1か月後に行う。化成肥料を施し、これを間肥という。その後、管
理機をとおす。

4）培土（根寄せ）
・第1回目の施肥の後「手ガナ」を用いて行う。
・畝間に座り、両畝の根寄せをする。
・株の根本に土を寄せて倒伏を防止し、刈り取りを容易にするために行う。
・その後、中耕管理機をとおす。
5）施肥
・刈り取り前10日ごろに最後の施肥を行う。これを止肥という。
6）害虫防除
・アブラムシ、アイゾウムシなどが特に多発するので、EPN、ランネート、
水和剤などを適宜散布する。
・日照りの続くときは、それに応じて灌水を行う。

6. 藍刈り
1）第1回刈り取り
・止肥を施してから10日目くらいで第1回目の刈り取りを行う。
・通常、梅雨明けを待って6月下旬から7月上旬の晴天の日を見計らって刈り
取る。花のでる直前が刈り取りの適期である。
・刃渡り18cmの大型の鎌を用いて行う。これを「藍刈鎌」という。
・刈り取った藍は株の上におき、天日で両面を乾かし、庭にとりこみ、カッタ
ーにて1.5cmに切断し、扇風機の風力を利用して葉と茎に選別する。これ
を「藍粉成し」という。葉はよく乾燥させ「ズキン」にいれ、9月の「寝せ
込み」まで保管する（「ズキン」とは莚2枚を縫いあわせたいれもの）。

2）第2回刈り取り
・第1回刈り取り後、施肥。除草、害虫防除をした藍はこのころになると、草
丈50cmくらいに成長している。
・これを一番刈り同様にして刈り取り作業を行う。
・この間は特に日照が続くので2、3回の灌水が必要である。ときには三番刈
りも行う。

次ページに続く



こ
こ
が
一
番
神
経
を
使
う
と
こ
ろ
で
す
。

布
団
が
一
枚
か
ら
二
枚
に
な
り
、
四
枚
に
な
り
、
十
二
月
に

な
っ
た
ら
六
枚
に
な
り
ま
す
。
摂
氏
七
十
度
を
保
つ
た
め
の
布

団
で
す
。
そ
れ
で
、
私
の
仕
事
は
一
年
の
終
わ
り
で
す
。
私
の

体
重
の
ベ
ス
ト
は
九
十
何
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
、
藍
の
製
造
が
始
ま

り
、
最
高
に
痩
せ
る
と
き
は
七
十
キ
ロ
台
に
な
り
ま
す
。
そ
れ

が
十
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
て
で
す
。
こ
の
時
期
は
安
眠
が
で

き
ま
せ
ん
。
十
一
月
に
は
い
っ
た
ら
、
窓
を
開
け
て
外
の
気
温

を
肌
で
感
じ
な
が
ら
寝
ま
す
。
も
し
、
夜
中
に
急
に
温
度
が
下

が
っ
た
ら
、
起
き
て
床
に
布
団
を
か
け
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
そ
ん
な
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。

な
ぜ
藍
染
め
が
日
本
国
中
に
は
や
っ
た
か

藍
が
日
本
で
認
め
ら
れ
た
一
番
の
原
因
は
、
北
海
道
以
外
は

各
県
各
藩
に
お
城
が
あ
り
ま
す
。
お
城
が
あ
る
と
こ
ろ
、
お
城

の
す
ぐ
近
く
に
紺
屋
町
が
必
ず
あ
り
ま
す
。
狭
い
お
城
の
な
か

で
家
来
が
共
同
生
活
す
る
と
き
、
今
の
よ
う
に
風
呂
に
毎
日
は

い
っ
た
り
、
シ
ャ
ワ
ー
浴
び
た
り
な
ん
て
清
潔
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
藍
染
め
は
、
体
温
を
逃
が
さ
な
い
し
、
体
の
匂
い
を
外
に

絶
対
だ
し
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
皮
膚
病
の
特
効
薬
で
す
。
本
当

の
藍
染
め
を
素
肌
に
着
せ
て
お
い
た
ら
皮
膚
病
に
は
な
り
ま
せ

ん
。
ア
ト
ピ
ー
の
方
な
ん
か
、
本
物
の
藍
染
め
を
着
れ
ば
一
回

で
治
り
ま
す
。
そ
の

く
ら
い
の
も
の
で

す
。
お
城
で
団
体
生

活
を
す
る
と
き
、
皮

膚
病
は
伝
染
す
る
の

で
、
藍
染
め
を
着
せ

た
わ
け
で
す
。

ま
た
、
野
宿
し
て

も
、
藍
染
め
を
着
せ

て
お
い
た
ら
蛇
も
毒

虫
も
絶
対
寄
っ
て
き

ま
せ
ん
。
怪
我
を
し

て
も
、
藍
染
め
の
布

で
傷
を
お
さ
え
た
ら

す
ぐ
と
ま
り
ま
す
。

化
膿
し
な
い
。
そ
れ

で
武
士
に
一
番
広
ま

っ
た
の
で
す
。

蒸
気
機
関
車
の
時

代
の
国
鉄
の
詰
襟
の
紺
の
制
服
も
藍
で
す
。
蒸
気
機
関
車
で
火

の
粉
が
飛
ん
で
き
て
も
、藍
染
め
は
絶
対
燃
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

蒸
気
機
関
車
が
な
く
な
っ
て
藍
が
廃
れ
て
い
き
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
、
皆
さ
ん
が
勘
違
い
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
本
物
の
藍
染
め
と
化
学
染
料
で
染
め
た
藍
染
め
と
は
、
私

が
み
て
も
見
分
け
が
つ
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
天
然
の
藍
は
洗

濯
す
る
と
き
に
真
っ
青
な
水
が
で
て
も
、
一
緒
に
洗
っ
た
真
っ

白
な
ワ
イ
シ
ャ
ツ
に
色
が
つ
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
洗
濯
機

の
な
か
は
真
っ
青
で
も
、
上
に
上
げ
た
ら
真
っ
白
で
す
。
そ
れ

が
本
物
で
す
。
洗
濯
物
を
一
緒
に
し
て
、
白
い
も
の
が
青
く
な

っ
た
ら
化
学
染
料
で
す
。
そ
れ
が
本
当
の
藍
染
め
と
の
見
分
け

方
で
す
。

紺
屋
の
白
袴
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
藍
染
め
を
す
る
職

人
は
静
か
に
静
か
に
仕
事
を
し
ま
す
。
藍
は
液
で
す
の
で
、
ぱ

ち
ゃ
ぱ
ち
ゃ
は
ね
ん
よ
う
に
、
静
か
に
染
め
ま
す
。
紺
屋
は
白

の
袴
を
は
い
て
、
藍
染
め
し
て
も
白
い
袴
は
汚
さ
ん
く
ら
い
丁

寧
な
仕
事
を
す
る
っ
て
い
う
よ
う
な
意
味
で
す
。

体
温
を
逃
が
さ
ん
、
体
臭
を
だ
さ
ん
、
皮
膚
病
の
特
効
薬
っ

て
い
う
の
は
日
本
で
は
紅
花
と
藍
だ
け
で
す
。
し
か
し
、
紅
花

は
表
面
に
は
着
れ
ま
せ
ん
。
紫
外
線
に
当
て
た
ら
す
ぐ
色
が
と

び
ま
す
。
何
回
着
て
も
色
が
と
ば
な
い
の
は
紅
花
じ
ゃ
あ
り
ま

せ
ん
。
本
物
は
い
っ
ぺ
ん
着
た
ら
色
が
と
ぶ
た
め
、
長
襦
袢
と

か
お
腰
に
し
た
ん
で
す
。
最
高
級
の
口
紅
は
、
紅
花
か
ら
つ
く

っ
て
ハ
マ
グ
リ
の
貝
に
い
れ
ま
す
。
食
事
の
前
に
指
で
下
だ
け

口
紅
を
ひ
い
て
食
事
を
し
た
の
は
、
食
中
毒
の
防
止
の
た
め
で

す
。
今
の
女
の
人
は
、
食
事
が
終
わ
っ
た
ら
上
下
に
紅
を
ひ
き

ま
す
が
。

制
限
時
間
が
き
ま
し
た
の
で
、
下
手
な
話
で
申
し
訳
あ
り
ま

せ
ん
が
失
礼
い
た
し
ま
す
。
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7. すくもの製造

「すくも」とは葉藍を醗酵させて染料になったものをいう。また、醗酵させる
ことを「寝さす」という。
１）床づくり
・すくもを寝さすところを「寝床」といい、床のつくり方は一番下に砕石、砂、
もみがら、砂と敷き、一番上に粘土を重ね、十分平らにして水を打ち「庭
〆」でたたき床にしてソリガナですり込み仕上げる。床は中高になるよう
につくり、十分乾燥をさせてから使用する。
・表面の粘土を掘り起こし、毎年床づくりをする。
２）寝せ込み
・9月上旬の大安の日を選び、寝床に一番葉をいれる。
・一床に800～1000貫の葉藍を積み、適量の水をかけ（3000～3750kg）、よ
く混ぜあわせ、1mくらいの高さに積み重ねる。
・これがすくも製造の第一歩であり「寝せ込み」という。
３）藍の切り返し作業
・寝せ込み後、5日目ごとに、水を打ち切り返しをする。
・木製の「四つ熊手」で切り、「はね」で返し「コマザラエ」で混ぜる。
・元の高さに納める。
４）二番葉いれ
・4回目の切り返し作業のときに二番刈りした葉藍を加える。以後同様にして、
切り返し作業を行う。このときの水の量、積む高さなどですくもの良し悪
しがきまる。
・藍は欲しがるだけの水を与えることがたいせつである。水を打ち、管理する
人のことを「水師」といい、水量、積む高さなどは長年の経験が必要である。

５）とおし
①12、13回目の切り返しのときに行う。
・10月下旬ころになると、すくもが水によって固まってきているので、これ
をむらなく醗酵させるために「ふるい」を行う。

②17、18回目の切り返しのときにもう一度とおしを行う。
・昔は荒通し、中通し、上げ通しと3回のとおしを行っていた。
・10月の中旬ごろより気温の降下にともない、一定の温度で醗酵させるため
に「布団」と呼ばれる筵を着せる。切り返しの回数は20～22回くらいで仕
上がる。約100日間かかり、上質のものほど回数を多く要する。
とおしの後は周りを縄でしばり、上と横には布団を着せ、保温には特に気を
使う。

8. 出荷
叺に屋号の印を押し、1俵当たり15貫（56.25kg）をいれ、縄でしばり全国の
各紺屋さんに出荷する。



装

と
は

文
化
庁
よ
り
選
定
保
存
技
術
保
存
団
体
の
認
定
を
う
け
て
か

ら
早
く
も
十
年
が
た
ち
ま
し
た
が
、
装

師
と
い
う
言
葉
は
現

在
の
日
常
生
活
に
お
い
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
私

ど
も
の
生
業
と
し
て
い
る
伝
統
技
術
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
か
を
紹
介
す
る
た
め
に
も
、
ま
ず
「
装

」
と
い
う
言
葉
に

つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

装

と
い
う
言
葉
が
文
献
上
に
登
場
す
る
の
は
奈
良
時
代
ご

ろ
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
代
、
日
本
国
内
に
仏

教
を
広
め
る
こ
と
が
国
家
事
業
と
し
て
さ
か
ん
で
し
た
。
そ
の

事
業
の
一
環
と
し
て
渡
来
し
た
経
典
を
書
写
す
る
、
い
わ
ゆ
る

写
経
が
多
く
の
写
経
生
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
記

録
の
な
か
に
、「
装

手
」
と
い
う
記
載
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

こ
ろ
の
装

は
、
写
経
な
ど
に
よ
っ
て
文
字
の
記
さ
れ
る
紙
を

染
め
た
り
、
漉
い
た
り
す
る
こ
と
な
ど
を
意
味
し
て
い
た
よ
う

で
す
。
現
在
は
、
紙
や
絹
に
描
か
れ
た
絵
画
や
書
跡
を
修
復
す

る
技
術
者
を
、
装

師
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
奈
良
時
代
の
技
術

者
よ
り
作
業
の
精
度
も
高
ま
り
、
そ
の
作
業
内
容
も
多
岐
に
わ

た
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
大
ざ
っ
ぱ
に
い
う
と
、

作
業
の
基
本
は
澱
粉
糊
を
使
っ
て
紙
を
接
い
だ
り
張
っ
た
り
、

染
め
た
り
す
る
こ
と
で
す
。

現
代
に
お
け
る
装

と
い
う
言
葉
は
、
過
去
に
有
し
て
い
た

意
味
だ
け
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
基

本
と
な
る
作
業
内
容
を
表
す
と
い
う
意
味
で
は
変
化
し
て
い
ま

せ
ん
。
つ
ま
り
、
装

師
は
天
平
の
装

手
の
作
業
（
紙
を

染
め
て
装
う
）
を
基
礎
と
し
な
が
ら
、
現
代
の
知
識
と
伝
統
の

技
術
を
駆
使
し
て
、
絵
画
・
書
跡
に
分
類
さ
れ
る
文
化
財
を
修

復
す
る
技
術
者
を
指
し
て
い
ま
す
。

修
復
作
業
の
流
れ

掛
軸
や
屏
風
装
に
装
丁
さ
れ
た
絵
画
・
書
跡
は
、長
い
時
間
、

あ
る
い
は
不
意
の
事
故
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
損
傷
を
う
け
ま

す
。
絵
具
層
が

離
・

落
し
た
り
、
本
紙
で
あ
る
紙
や
絹

の
折
れ
や
破
れ
、
時
に
は
害
虫
に
よ
っ
て
本
紙
が
欠
失
す
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
損
傷
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
傷
み
が
悪
化
す

る
と
、
鑑
賞
も
研
究
も
難
し
く
な
り
ま
す
。
貴
重
な
文
化
財
を

次
の
世
代
に
手
渡
す
た
め
に
、
私
ど
も
の
修
復
作
業
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

ま
ず
、
掛
軸
に
装
丁
さ
れ
た
文
化
財
の
修
復
の
流
れ
に
つ
い

て
紹
介
し
ま
す
。
最
初
は
調
査
で
す
。
修
理
を
す
る
前
に
、
ど

装

技
術
に
よ
る

文
化
財
の
修
復

国
宝
修
理
装

師
連
盟
理
事

坂
田
　
雅
之

事
例
報
告
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の
よ
う
な
損
傷
が
発
生
し
て
い
る
の
か
を
克
明
に
記
録
し
ま

す
。
目
視
に
よ
っ
て
損
傷
箇
所
を
記
録
し
、
い
わ
ゆ
る
損
傷
地

図
を
作
成
し
ま
す
。
そ
の
後
、
表
装
の
解
体
を
し
ま
す
。

次
に
、
本
紙
の
表
面
に
付
着
し
た
汚
れ
を
精
製
水
を
使
っ
て

除
去
し
た
後
、
膠
着
力
の
低
下
し
た
絵
の
具
層
の
強
化
を
図
り

ま
す
。
そ
の
次
に
、
作
品
裏
側
に
接
着
し
て
い
る
肌
裏
紙
を
除

去
し
て
か
ら
、
欠
失
箇
所
へ
補

し
、
裏
打
ち
紙
、
補

し
た

箇
所
の
色
調
を
整
え
る
補
彩
、
装
丁
様
式
へ
の
組
み
立
て
へ
と

進
み
ま
す
。

修
復
で
は
、
欠
失
箇
所
へ
の
補

、
つ
ま
り
穴
を
埋
め
て
い

く
作
業
が
あ
り
ま
す
。そ
の
穴
埋
め
作
業
に
使
用
す
る
素
材
は
、

よ
り
自
然
な
つ
な
が
り
が
得
ら
れ
る
こ
と
、
新
た
な
損
傷
を
発

生
さ
せ
る
原
因
と
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
須
で
す
。

そ
の
よ
う
な
素
材
を
選
ぶ
た
め
に
は
、
損
傷
を
う
け
た
紙
や
絹

に
つ
い
て
事
前
に
詳
し
く
分
析
す
る
こ
と
も
不
可
欠
で
す
。
紙

の
場
合
、
原
料
と
な
る
植
物
繊
維
が
な
ん
で
あ
る
か
を
、
Ｃ
染

色
液
と
い
う
試
薬
を
使
っ
て
、
規
格
に
基
づ
い
た
検
査
を
行
っ

て
同
定
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
顕
微
鏡
に
よ
り
繊

維
の
変
色
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
紙
の
原
材
料
、
ま
た

劣
化
の
状
態
な
ど
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
そ

の
調
査
結
果
に
基
づ
い
て
、
で
き
る
だ
け
元
の
紙
に
近
い
補
修

紙
を
用
意
し
ま
す
。

電
子
線
劣
化
絹
の
開
発

絹
の
場
合
は
、
顕
微
鏡
を
使
用
し
て
、
糸
の
太
さ
や
詰
ま
り

具
合
を
観
察
し
、
紙
と
同
様
、
で
き
る
だ
け
元
の
絹
に
近
い
補

修
絹
を
用
意
し
ま
す
。
絹
素
材
は
紙
の
繊
維
と
は
異
な
り
経
年

に
よ
っ
て
脆
く
な
り
ま
す
。
新
し
く
織
ら
れ
た
絹
で
欠
失
箇
所

を
埋
め
る
と
、
劣
化
し
た
絹
と
強
度
の
差
が
大
き
す
ぎ
て
、
弱

っ
て
い
る
貴
重
な
絹
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
な
く
な
り
ま
す
。

強
度
の
あ
る
絹
を
埋
め
た
こ
と
で
、
新
た
な
損
傷
の
原
因
を
つ

く
る
こ
と
も
古
く
か
ら
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
過

去
に
は
、
わ
ざ
わ
ざ
痛
ん
だ
絹
を
古
道
具
市
な
ど
で
買
い
求
め

て
補
修
用
に
用
い
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
私
ど
も
国
宝
修
理
装

師
連
盟
で
は
、
今
か
ら

約
三
十
年
前
の
昭
和
四
十
六
年
に
、
群
馬
県
高
崎
に
あ
る
原
子

力
研
究
所
高
崎
研
究
所
と
の
共
同
研
究
に
よ
っ
て
、
電
子
線
に

よ
っ
て
絹
を
人
工
的
に
劣
化
さ
せ
る
方
法
を
開
発
し
ま
し
た
。

現
在
、
こ
の
電
子
線
劣
化
絹
を
修
復
材
料
と
し
て
連
盟
内
で
安

定
し
た
供
給
が
行
え
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

ま
た
近
年
、
文
化
庁
か
ら
の
補
助
を
う
け
、
絵
絹
の
種
類
を

調
査
し
、
現
時
点
で
手
織
り
で
織
る
こ
と
の
で
き
る
補
修
用
絵

絹
の
見
本
帳
を
作
成
す
る
事
業
も
完
了
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
に

よ
っ
て
、
修
復
さ
れ
る
作
品
に
基
づ
く
適
切
な
補
修
用
絵
絹
選

び
が
可
能
と
な
っ
て
い
ま
す
。

伝
統
的
材
料
の
活
用

私
ど
も
装

師
は
、
伝
統
的
に
生
産
さ
れ
て
い
る
材
料
を

修
復
に
多
用
し
て
お
り
ま
す
。
修
復
の
完
了
し
た
文
化
財
を
ふ

た
た
び
多
く
の
人
々
に
み
て
も
ら
え
る
よ
う
に
す
る
に
は
、
新
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た
に
掛
軸
や
屏
風
な
ど
に
仕
立
て
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ

の
仕
立
て
に
は
、
伝
統
的
に
生
産
さ
れ
て
き
た
多
く
の
材
料
が

必
要
不
可
欠
で
す
。
た
と
え
ば
、
掛
軸
の
裏
打
ち
紙
に
は
薄
く

て
強
い
美
濃
紙
や
、
柔
ら
か
い
美
栖
紙（
み
す
が
み
）、
ま
た
裏

面
が
な
め
ら
か
に
な
る
宇
陀
紙
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
屏
風

の
下
地
や
そ
の
下
張
り
と
し
て
張
ら
れ
る
間
似
合
紙
や
石
州
紙

も
、
同
じ
よ
う
に
い
え
る
材
料
で
す
。
こ
れ
ら
の
多
く
は
、
文

化
庁
に
よ
っ
て
選
定
さ
れ
て
い
る
伝
統
的
な
文
化
財
の
保
存
技

術
の
保
持
者
に
よ
っ
て
高
い
品
質
が
保
た
れ
、
そ
し
て
私
ど
も

へ
届
け
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
文
化
財
の
周
囲
を
飾
る
表
装
裂
地
に
つ
い
て
も
、
糸

の
染
色
か
ら
織
り
に
い
た
る
ま
で
、
ま
た
紙
に
糊
を
つ
け
た
り

裏
打
ち
作
業
の
際
に
撫
で
た
り
す
る
の
に
欠
か
せ
な
い
刷
毛
類

に
つ
い
て
も
、
優
れ
た
伝
統
技
術
を
保
持
さ
れ
て
い
る
人
々
の

力
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
も
の
で
す
。

私
ど
も
装

師
は
、
貴
重
な
絵
画
や
書
跡
な
ど
の
文
化
財
を

次
世
代
に
手
渡
す
た
め
に
、
そ
し
て
安
全
で
保
存
に
適
し
た
修

復
材
料
を
用
意
す
る
た
め
に
、時
に
は
現
代
科
学
の
力
を
借
り
、

ま
た
時
に
は
伝
統
的
な
修
復
材
料
を
活
か
し
て
技
術
を
駆
使
し

て
お
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
安
全
な
修
復
と
は
な
に
か
、
ま
た
的
確
な
修
復
方

針
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
修
復
理
念
に
基
づ
い
て
決

定
し
、
作
業
に
励
ん
で
お
り
ま
す
。
い
に
し
え
の
文
書
に
記
さ

れ
て
い
た
装

の
伝
統
を
継
承
し
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
伝
統

技
術
保
持
者
の
方
々
の
力
を
借
り
、
日
々
、
技
術
の
研
鑽
に
取

り
組
み
、
文
化
財
の
修
復
事
業
に
努
め
て
お
り
ま
す
。

簡
単
で
は
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
以
上
で
私
ど
も
国
宝
修
理

装

師
連
盟
の
紹
介
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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沿
革
と
活
動
概
要

昭
和
二
十
五
年
に
日
光
二
社
一
寺
保
存
委
員
会
が
設
立
さ
れ

ま
し
た
。
ち
な
み
に
、「
日
光
二
社
一
寺
」
と
は
、
二
荒
山
神

社
、
東
照
宮
、
輪
王
寺
の
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
文
化
財
建
造

物
の
保
存
修
理
の
気
運
が
高
ま
る
の
に
と
も
な
っ
て
、
二
社
一

寺
国
宝
建
造
物
修
理
事
務
所
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら

昭
和
期
の
修
理
事
業
に
着
手
し
、昭
和
四
十
五
年
十
二
月
に
は
、

こ
れ
ま
で
の
修
理
事
務
所
を
発
展
改
組
し
、
財
団
法
人
と
し
ま

し
た
。
修
理
設
計
・
管
理
・
修
理
工
事
・
防
災
工
事
に
加
え
、

彩
色
・
漆
塗
・
金
具
・
建
築
の
技
術
・
調
査
研
究
な
ど
を
行
う

こ
と
を
目
的
と
し
て
、
保
存
会
の
事
業
を
拡
張
し
て
き
て
い
ま

す
。昭

和
五
十
四
年
四
月
、
建
造
物
彩
色
選
定
保
存
技
術
保
存
団

体
に
認
定
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
昭
和
の
保
存
修
理

工
事
で
得
た
技
術
資
料
の
整
備
を
行
い
、
蓄
積
さ
れ
た
彩
色
技

術
を
基
礎
に
、
日
々
の
修
理
施
工
を
行
い
ま
す
。
並
行
し
て
、

毎
年
の
国
庫
補
助
に
よ
っ
て
、
彩
色
修
理
に
携
わ
る
全
国
の
技

能
者
の
養
成
研
修
を
行
い
、
彩
色
塗
装
技
術
の
伝
承
お
よ
び
技

術
の
向
上
を
図
っ
て
お
り
ま
す
。
二
社
一
寺
の
建
造
物
資
料
の

保
存
も
さ
か
ん
に
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
修
繕
経
緯

日
光
の
社
寺
建
造
物
は
、国
宝
・
重
要
文
化
財
を
あ
わ
せ
て
、

現
在
百
二
十
一
棟
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
部
を
除
い
て
、
ほ
と
ん

ど
が
漆
塗
り
ま
た
は
彩
色
塗
り
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら

は
、
大
工
、
彫
刻
大
工
、
絵
師
、
塗
師
、
蒔
絵
師
、
金
工
、
鋳

造
師
の
ほ
か
、
多
く
の
江
戸
幕
府
御
用
職
人
た
ち
が
手
が
け
た

も
の
で
す
。
な
か
で
も
狩
野
派
の
絵
師
た
ち
が
彩
色
し
た
さ
ま

ざ
ま
な
文
様
や
装
飾
画
は
、
複
合
し
て
建
造
物
を
華
麗
に
、
豪

快
に
装
飾
し
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
建
造
物
は
、
江
戸
時
代
に
幕
府
に
よ
る
十
数
回
の

大
修
繕
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
明
治
・
大
正
期
に
は

保
晃
会
（
ほ
こ
う
か
い
）
と
い
う
財
団
組
織
が
設
立
さ
れ
、
そ

こ
に
社
寺
修
繕
事
務
所
を
設
け
て
修
繕
を
継
続
し
て
き
ま
し

た
。
こ
の
と
き
に
作
成
さ
れ
た
彩
色
復
元
見
取
り
図
は
、
現
在

三
千
枚
ほ
ど
、
ま
た
型
紙
は
三
百
枚
ほ
ど
残
っ
て
い
ま
す
。
そ

れ
を
そ
の
ま
ま
利
用
す
れ
ば
修
理
が
で
き
て
し
ま
う
く
ら
い
で

す
。
先
輩
た
ち
が
た
く
さ
ん
の
技
術
の
記
録
を
残
し
て
く
れ
ま

し
た
の
で
、
わ
れ
わ
れ
は
助
か
っ
て
お
り
ま
す
。

日
光
社
寺
文
化
財

（
財
）日
光
社
寺
文
化
財
保
存
会

澤
田
　
了
司

事
例
報
告
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さ
ら
に
、
昭
和
六
十
一
年
に
は
彩
色
の
技
法
書
、
材
料
道
具

な
ど
を
解
説
し
た
『
日
光
社
寺
建
造
物
彩
色
文
様
図
譜
』
を
刊

行
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
書
物
は
、
隣
に
展
示
し
て
お
り
ま
す

の
で
、
ご
覧
に
な
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

日
光
二
社
一
寺
建
造
物
の
彩
色
の
種
類

彩
色
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
り
ま
す
。
日
光
二
社
一
寺

建
造
物
の
彩
色
模
様
、
装
飾
は
多
種
多
様
で
す
。
建
造
物
の
柱
、

頭
貫
、
羽
目
、
長
押
、
斗
拱
、
丸
桁
、
虹
梁
、
支
輪
、
枇
杷
板
、

蟇
股
、
化
粧
裏
板
、
天
井
な
ど
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
彩
色
が
施

さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
多
種
多
様
な
彫
刻
で
飾
ら
れ
て
い
ま

す
。
東
照
宮
だ
け
で
も
五
千
体
の
彫
刻
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
お

り
ま
す
。

彩
色
の
種
類
は
、
彩
色
が
施
さ
れ
て
い
る
建
造
物
の
箇
所
、

と
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
彫
刻
の
種
類
に
よ
っ
て
も
異
な
っ
て
い

ま
す
が
、
一
か
所
に
二
種
類
の
彩
色
が
施
さ
れ
て
い
る
も
の
も

あ
っ
た
り
も
し
ま
す
。
復
元
修
理
で
は
、
こ
れ
ら
の
旧
彩
色
を

調
査
し
、
施
工
し
て
お
り
ま
す
。

彩
色
の
種
類
を
大
き
く
わ
け
る
と
七
種
類
ほ
ど
に
な
り
ま

す
。
日
光
で
特
徴
的
な
彩
色
は
、
置
上
（
お
き
あ
げ
）
彩
色
で

す
。こ
れ
は
平
ら
な
と
こ
ろ
に
模
様
を
描
き
あ
げ
る
の
で
す
が
、

胡
粉
と
い
う
絵
の
具
を
混
ぜ
合
わ
せ
た
も
の
で
、
か
ま
ぼ
こ
型

に
、
何
回
も
何
回
も
同
じ
模
様
を
な
で
な
が
ら
文
様
を
描
き
だ

す
技
法
で
す
。
日
光
の
社
寺
建
造
物
の
な
か
で
、
五
割
以
上
を

こ
れ
が
占
め
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
東
照
宮
で
は
、
七
割
ほ
ど

が
こ
の
置
上
模
様
で
飾
ら
れ
て
い
ま
す
。

置
上
と
い
う
の
は
、盛
り
上
げ
の
こ
と
を
い
っ
て
い
ま
す
が
、

な
ぜ
「
置
上
」
か
と
い
う
と
、
い
ろ
い
ろ
な
説
が
あ
り
ま
す
。

置
き
目
を
し
た
上
に
模
様
を
描
く
こ
と
で
置
き
目
上
げ
と
い
っ

て
い
た
の
が
、
だ
ん
だ
ん
「
置
上
」
と
な
っ
て
、
置
上
彩
色
と

い
え
ば
盛
り
上
げ
彩
色
の
こ
と
を
い
う
、
職
人
の
言
葉
が
彩
色

の
名
称
に
な
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

平
彩
色
は
平
極
彩
色
と
か
い
ろ
い
ろ
呼
び
方
が
あ
り
ま
す

が
、
こ
れ
は
盛
り
上
げ
を
せ
ず
、
平
ら
な
と
こ
ろ
に
絵
模
様
を

描
き
上
げ
る
方
法
で
す
。

唐
油
（
と
う
ゆ
）
彩
色
（
密
陀
絵
）

も
う
一
つ
、
唐
油
彩
色
が
あ
り
ま
す
。
置
上
や
平
彩
色
は
膠

（
に
か
わ
）
で
彩
色
し
ま
す
が
、
唐
油
彩
色
は
油
を
煮
上
げ
て
、

そ
れ
を
顔
料
で
練
っ
て
着
彩
し
ま
す
。
こ
の
油
を
つ
く
る
手
法

が
昔
か
ら
秘
伝
と
い
わ
れ
て
お
り
、
も
っ
と
も
信
頼
で
き
る
弟

子
に
し
か
教
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
も
教
わ
り
ま
し
た
が
、
教

わ
っ
て
み
れ
ば
た
い
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
教
え
な
い
の

で
、
秘
伝
だ
っ
た
だ
け
で
す
。
で
も
、
そ
の
あ
た
り
の
難
し
さ

は
、
や
っ
て
み
た
人
で
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

桐
の
油
と
、
荏
油
、
一
酸
化
鉛
の
三
つ
を
混
ぜ
合
わ
せ
る
な

ど
し
て
、
と
ろ
火
で
約
八
時
間
ほ
ど
煮
ま
す
。
た
だ
煮
る
の
は

誰
で
も
で
き
ま
す
が
、
火
を
と
め
る
の
が
な
か
な
か
で
き
ま
せ

ん
。
ど
こ
で
火
を
と
め
る
か
は
、
勘
で
す
。
私
も
十
回
ほ
ど
や

り
ま
し
た
が
、
成
功
し
た
の
は
二
回
ほ
ど
で
し
た
。
成
功
率
二

割
で
す
。
と
て
も
難
し
い
製
法
で
す
が
、
こ
れ
は
子
々
孫
々
伝

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

以
上
の
三
つ
が
平
ら
な
と
こ
ろ
に
彩
色
す
る
彩
色
で
す
。
平

彩
色
、
置
上
彩
色
、
唐
油
彩
色
で
す
。

45 日光社寺文化財

置上彩色

文様の線描き箇所を置上用絵具（胡粉＋鉛丹）でかまぼこ型に盛
り上げて、立体感をもたせた置上に金箔を膠水にて貼りつけ、各所
の下色、中色、上色・岩絵具掛けの順に着彩して、暈しや線描きを
加えた彩色技法。繧繝文様の場合は置上繧繝極彩色と呼ぶ濃厚な彩
色となる。

平彩色

文様は置上をしないで各所の着彩を行う。着彩の方法は置上彩色
と同様。着彩のとき、繧繝の手法をとりいれると、平繧繝極彩色と
呼ぶ。

生彩色

生彩色を施す箇所は漆を塗り、漆で金箔を全面に貼りつける。こ
の金箔の上に着彩し仕上げるもので、彫刻類に多く施される彩色。

無地彩色

文様は描かないで、1色の絵の具で着彩する。群青、緑青、朱は
建造物の頭貫、虹梁などの地紋彫りされた面に着彩され、朱土、黄
土は化粧裏板、垂木木口などに着彩される。

胡粉塗り

建造物の柱、頭貫、虹梁、長押など地紋彫りのある部材や化粧裏
板、彫刻類に胡粉で白一色の塗りを施す。胡粉塗りは無地彩色とは
わけており、胡粉摺、石灰摺とも呼んでいる。

唐油彩色

置上彩色から胡粉塗までは絵の具と膠を使用するが、唐油彩色で
は、青桐油と荏油、密陀僧（一酸化鉛）を混和して煮詰めた油に各
種の顔料を練り合わせた絵の具で、漆で貼った金箔の上に文様等を
1回の塗りで描く。別名、密陀彩色、唐絵彩色、一辺塗りとも呼ぶ。

本　絵

文様や彫刻を彩色するのに対して、絵画的表現を本絵と呼び、建
造物の天井、羽目、板戸などに鳳凰、唐獅子、龍、飛天、植物等が
多く描かれている。

表1 彩色の種類



彫
刻
の
彩
色
法

こ
の
ほ
か
に
、
彫
刻
に
彩
色
す
る
方
法
が
あ
り
ま
す
。
彫
刻

平
彩
色
、
生
（
い
け
）
彩
色
、
平
生
彩
色
と
三
種
類
あ
り
ま
す
。

彫
刻
平
彩
色
は
、
平
ら
な
と
こ
ろ
で
の
彩
色
と
同
じ
よ
う
に
彫

刻
に
施
す
方
法
で
す
。
も
う
一
つ
の
彫
刻
生
彩
色
は
、
昔
は
動

物
を
生
き
て
い
る
よ
う
に
表
現
す
る
と
い
う
意
味
で
始
ま
っ
た

そ
う
で
す
。
金
箔
を
全
面
に
塗
っ
て
し
ま
う
も
の
で
す
。
彫
刻

な
ら
全
体
に
、
漆
で
金
箔
を
貼
り
、
そ
の
上
に
色
を
施
す
方
法

で
す
。
彫
刻
平
彩
色
は
、
膠
で
金
箔
を
貼
っ
て
、
絵
の
具
で
着

彩
す
る
方
法
で
、
彫
刻
生
彩
色
は
漆
で
金
箔
を
貼
っ
て
そ
の
上

に
着
彩
し
ま
す
。
現
在
で
は
こ
の
よ
う
に
わ
け
て
お
り
ま
す
。

彫
刻
平
生
彩
色
は
、
彫
刻
平
彩
色
、
彫
刻
生
彩
色
の
両
方
を

兼
ね
備
え
た
彩
色
で
す
。
主
体
に
な
る
動
物
は
平
彩
色
で
表
現

し
て
、
背
景
と
な
る
波
や
植
物
、
雲
は
生
彩
色
を
使
い
ま
す
。

そ
の
ほ
か
に
、
本
絵
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
一
般
に
い
う
絵

画
で
す
。
こ
の
七
種
類
が
彩
色
の
種
類
で
す
。

こ
の
な
か
で
一
番
厄
介
な
の
が
置
上
彩
色
で
す
。
一
年
の
工

事
期
間
中
、
ず
っ
と
計
画
を
立
て
て
仕
事
を
し
ま
す
が
、
内
容

は
春
か
ら
夏
に
か
け
て
と
、
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
、
ほ
ぼ
二
分

化
さ
れ
ま
す
。
春
か
ら
夏
は
、
ほ
と
ん
ど
が
置
上
、
つ
ま
り
盛

り
上
げ
の
期
間
で
す
。
現
場
で
仕
事
を
す
る
場
合
、
ど
ろ
ど
ろ

し
た
絵
の
具
で
色
を
盛
り
上
げ
る
た
め
、
夏
場
で
な
い
と
仕
事

が
で
き
ま
せ
ん
。
夏
場
に
盛
り
上
げ
を
や
っ
て
お
い
て
、
秋
か

ら
冬
に
か
け
て
色
を
つ
け
ま
す
。

世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
取
材
の
方
が
こ

ら
れ
ま
す
が
、
時
期
を
考
え
な
い
で
や
っ
て
き
ま
す
。
色
を
塗

っ
て
な
い
と
き
に
こ
ら
れ
て
、
色
を
塗
っ
て
く
れ
と
い
わ
れ
ま

す
。
困
っ
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
や
ら
せ
と
い
い
ま
す
か
、
無

理
や
り
色
を
つ
け
た
よ
う
な
ふ
り
を
す
る
こ
と
も
と
き
ど
き
あ

り
ま
す
。
実
際
は
、
秋
か
ら
冬
に
し
か
着
彩
し
ま
せ
ん
。
取
材

は
年
間
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
確
認
し
て
か
ら
き
て
く
だ
さ
い
と
申

し
上
げ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
ら
七
種
類
が
わ
れ
わ
れ
の
現
在
や
っ
て
い
る
彩
色
の
種

類
で
す
。
こ
の
ほ
か
に
も
無
地
彩
色
と
か
、
色
を
な
に
も
つ
け

な
い
、
同
じ
色
だ
け
で
塗
る
彩
色
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
省
略

さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
建
造
物
復
元
修
理
に
と
っ
て
大
き
な
問
題
に
な
る
の

が
、
最
後
の
仕
上
げ
の
色
に
使
う
天
然
顔
料
で
す
。
こ
れ
が
、

国
内
で
は
ま
っ
た
く
と
れ
ま
せ
ん
。
舶
来
物
ば
か
り
で
す
。
値

段
も
相
当
高
騰
し
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
全
国
の
建
造
物
で

現
在
、
天
然
の
顔
料
を
使
っ
て
修
復
で
き
て
い
る
の
は
、
日
光

だ
け
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
点
で
は
、
こ
れ

か
ら
も
意
地
を
張
っ
て
、
天
然
の
顔
料
で
塗
り
ま
く
り
た
い
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

「
飾
り
金
具
の
下
は
手
を
抜
く
な
」

最
後
に
、
わ
れ
わ
れ
が
先
輩
方
か
ら
多
く
の
教
訓
を
得
て
い

る
と
い
う
話
を
紹
介
し
ま
す
。
日
光
社
寺
で
は
最
大
の
不
祥
事

で
す
が
、
東
照
宮
で
は
本
地
堂
、
輪
王
寺
で
は
薬
師
堂
と
い
う

鳴
龍
が
描
か
れ
た
建
物
が
、昭
和
三
十
年
代
に
焼
失
し
ま
し
た
。

そ
の
当
時
、
ま
だ
復
元
見
取
り
図
が
な
く
、
写
真
と
わ
ず
か
な

ス
ケ
ッ
チ
を
探
し
求
め
ま
し
た
。
と
に
か
く
、
ど
こ
か
に
模
様

が
わ
か
る
も
の
が
な
い
か
、あ
ち
こ
ち
探
し
回
っ
た
の
で
す
が
、

な
か
な
か
採
取
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
泣

く
泣
く
、
飾
り
金
具
を

が
し
て
み
ま
し
た
ら
、
そ
の
下
か

ら
模
様
が
で
て
き
た
の
で
す
。
こ
れ
で
、
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を

復
元
で
き
た
と
い
う
奇
跡
的
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。そ
こ
で
、

一
つ
の
合
言
葉
が
で
き
ま
し
た
。「
飾
り
金
具
の
下
は
手
を
抜

く
な
」
と
い
う
も
の
で
す
。
飾
り
金
具
の
下
は
彩
色
を
し
な
く

て
も
す
ん
で
し
ま
う
場
所
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
建
物
が
災
害
を

負
っ
た
と
き
、
こ
こ
か
ら
模
様
が
で
て
き
た
お
か
げ
で
助
か
り

ま
し
た
。
神
様
は
み
て
い
る
ぞ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
金
具
の

下
は
手
を
抜
く
な
と
弟
子
た
ち
に
伝
え
ろ
と
先
輩
か
ら
い
わ
れ

て
い
ま
し
た
。
こ
の
合
言
葉
は
、
後
輩
た
ち
に
伝
え
て
い
き
た

い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

以
上
、
私
ど
も
彩
色
に
携
わ
っ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら

も
日
光
の
彩
色
だ
け
で
な
く
日
本
中
の
彩
色
の
た
め
に
技
能
を

尽
く
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
か
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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開
催
概
要
と
参
加
者

開
催
日
時
と
内
容

日
時

平
成
十
六
年
十
二
月
十
八
日（
土
）〜
十
九
日（
日
）

天
候

両
日
と
も
快
晴

会
場

京
都
市
勧
業
館
（
み
や
こ
め
っ
せ
）
第
一
展
示
場

〒
六
○
六
―
八
三
四
三

京
都
市
左
京
区
岡
崎
成
勝
寺
町
九
―
一

面
積

講
演
会
場
　
七
百
四
十
平
方
メ
ー
ト
ル

展
示
会
場
　
七
百
四
十
平
方
メ
ー
ト
ル

プ
ロ
グ
ラ
ム

裏
表
紙
参
照

出
展
・
実
演
団
体
配
置

本
文
二
十
三
ペ
ー
ジ
参
照

ビ
デ
オ
コ
ー
ナ
ー
上
映
内
容

【
モ
ニ
タ
ー
A
】

昭
和
村
か
ら
む
し
生
産
技
術
保
存
協
会
『
か
ら
む
し
の
栽
培
か

ら
織
ま
で
の
工
程
』（
上
映
時
間
三
十
分
）／（
社
）全
国
社
寺
等

屋
根
工
事
技
術
保
存
会
『
檜
皮
採
取
』（
同
三
十
分
）／
歌
舞
伎

小
道
具
製
作
技
術
保
存
会
『
歌
舞
伎
の
小
道
具
』（
同
三
十
分
）、

『
小
道
具
の
仕
掛
け
』（
同
三
十
五
分
）／
阿
波
藍
製
造
技
術
保
存

会
『
ふ
る
さ
と
の
伝
承
―
藍
づ
く
り
の
一
年
』（
同
四
十
五

分
）／
祭
屋
台
等
制
作
修
復
技
術
者
会
『
作
事
方
・
山
鉾
建
て

技
法
』（
同
二
十
八
分
）、『
秩
父
祭
』（
同
三
十
分
）、『
高
山
祭
』

（
同
三
十
分
）／
宮
古
苧
麻
績
み（
ブ
ー
ン
ミ
）保
存
会
『
苧
麻
績

み
〜
宮
古
上
布
を
支
え
る
技
』（
同
三
十
分
）

【
モ
ニ
タ
ー
B
】

（
財
）文
化
財
建
造
物
保
存
技
術
協
会
『
古
材
修
復
の
技
法
』

（
同
三
十
分
）、『
如
意
寺
三
十
塔
解
体
修
理
』（
同
三
十
分
）／
日

本
う
る
し

き
技
術
保
存
会
『
漆
か
き
職
人
の
一
年
―
大
森

俊
三
の
技
術
』（
同
三
十
分
）／（
財
）美
術
院
『
美
術
院
百
年
の

足
跡
〜
修
理
の
技
法
Ⅰ
』（
同
百
二
十
分
）／（
財
）日
本
美
術
刀

剣
保
存
協
力
『
作
刀
工
程
紹
介
』（
同
三
十
二
分
）、『
た
た
ら
製

鉄
』（
同
三
十
分
）

上
映
時
間

十
八
日
　
一
一：

○
○
　
〜
　
一
七：

○
○

十
九
日
　
一
○：

三
○
　
〜
　
一
五：

○
○

展
示
ス
ペ
ー
ス

各
団
体
　
幅
三
百
六
十
㎝
、
高
さ
二
百
四
十

㎝
、
奥
行
き
百
八
十
㎝

展
示
テ
ー
ブ
ル

幅
百
八
十
㎝
、
高
さ
九
十
㎝
、
奥
行
き
四

十
五
㎝
　
各
二
脚
（
テ
ー
ブ
ル
ク
ロ
ス
付
き
）

参
加
者
数

総
来
場
者
数

事
前
申
込
者
　
四
百
二
十
八
名
　
当
日
参
加
者

六
百
十
五
名
　
　
合
計
　
一
千
四
十
三
名

内
訳

十
八
日
　
事
前
申
込
者
　
百
八
十
七
名
　
　
当
日
参
加

者
　
四
百
五
十
五
名
　
合
計
　
四
百
五
十
五
名

十
九
日
　
事
前
申
込
者
　
二
百
四
十
一
名
　
当
日
参
加

者
　
三
百
四
十
七
名
　
合
計
　
五
百
八
十
八
名

（
十
八
日
に
参
加
し
て
十
九
日
に
も
参
加
し
た
方
の
数

は
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
）

開
催
の
通
知
方
法

ポ
ス
タ
ー
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
印
刷
配
布
に
つ
い
て

・
印
刷
枚
数
　
　
ポ
ス
タ
ー
　
B
2
判
　
三
千
枚
　

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
　
　
A
4
判
　
一
万
枚

・
印
刷
仕
上
　
　
ポ
ス
タ
ー
　
十
月
二
十
日

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
　
　
十
月
十
二
日

・
発
送
月
日
　
　
ポ
ス
タ
ー
　
十
月
二
十
日
か
ら

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
　
　
十
月
十
三
日
か
ら

・
発
送
枚
数
　
ポ
ス
タ
ー
　
二
千
五
百
枚

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
　
八
千
枚

・
配
布
先
　
選
定
保
存
技
術
保
存
団
体
二
十
二
団
体
、

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
、
関
連
団
体

京
都
府
、
奈
良
県
、
大
阪
府
、
滋
賀
県
の
大
学
図
書
館
及
び

専
門
学
校
、
図
書
館

京
都
国
立
博
物
館
及
び
奈
良
国
立
博
物
館
で
配
布

京
都
府
、奈
良
県
、大
阪
府
、滋
賀
県
の
新
聞
社
及
び
テ
レ
ビ
局

二
○
○
三
年
奈
良
開
催
の
参
加
者

・
専
用
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
開
設
　http://www.kuba.co.jp

開
設
日
　
十
月
一
日

参
加
申
込
方
法

①
氏
名
　
②
郵
便
番
号
・
住
所
　
③
電
話
番
号
　
④
職
業

⑤
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
　
を
記
入
の
う
え
E
メ
ー
ル
、
葉
書
、
フ

ァ
ッ
ク
ス
で
事
務
局
へ
申
込
を
す
る
よ
う
に
し
た
。

E-m
ail
hozongi@

kuba.co.jp

（
開
設
　
十
月
一
日
）

参
加
申
込
者
へ
は
資
料
引
換
券
を
発
送

（
発
送
月
日
　
十
二
月
一
日
か
ら
）

当
日
配
布
資
料

・
講
演
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
講
演
者
の
略
歴
を
紹
介
し
た
パ
ン
フ
レ

ッ
ト（
A
4
判
　
四
ペ
ー
ジ
）と
、展
示
会
場
の
案
内
図
、『
伝

統
的
な
文
化
財
を
守
り
伝
え
る
伝
統
の
名
匠
』
を
配
布

・
印
刷
部
数
　
各
二
千
枚

参
加
者
の
ア
ン
ケ
ー
ト
よ
り

（
回
答
数
　
百
十
四
名
　
回
答
率
　
一
一
％
）

・
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
を
知
っ
た
方
法

①
ポ
ス
タ
ー
　
二
十
六
名
　
②
案
内
状
　
三
十
名
　
③
新
聞

十
四
名
　
④
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
　
十
六
名
　
⑤
メ
ー
ル
　
十
四
名
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⑥
そ
の
他
（
十
九
名
　
内
　
通
り
か
か
り
　
六
名
）

・
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
内
容
に
つ
い
て

①
期
待
以
上
　
二
十
四
名
　
②
期
待
通
り
　
五
十
六
名
　
③
や

や
期
待
は
ず
れ
　
十
六
名
　
④
期
待
は
ず
れ
　
○
名
　
⑤
無
回

答
　
八
名

・
展
示
内
容
に
つ
い
て

①
期
待
以
上
　
三
十
名
　
②
期
待
通
り
　
六
十
八
名
　
③
や
や

期
待
は
ず
れ
　
八
名
　
④
期
待
は
ず
れ
　
○
名
　
⑤
無
回
答

八
名

・
印
象
に
残
っ
た
講
演
・
展
示
に
つ
い
て
二
つ
あ
げ
て
く
だ
さ
い

講
演

邦
楽
器
製
造
　
四
十
二
名
／
阿
波
藍
製
造
技
術
保
存
会

十
八
名
／
日
光
社
寺
文
化
財
保
存
会
　
十
六
名
／
文
化
財

庭
園
保
存
技
術
者
協
議
会
　
十
四
名
／
祭
屋
台
等
製
作
修

理
技
術
者
会
　
十
四
名
／
京
都
市
文
化
市
民
局
文
化
部

十
四
名
／
渡
邊
明
義
　
十
二
名
／
国
宝
修
理
装

師
連

盟
　
十
名
／
京
都
国
立
博
物
館
文
化
資
料
課
　
十
名

展
示

文
化
財
建
造
物
保
存
技
術
協
会
　
四
十
八
名
／
全
国
社

寺
等
屋
根
工
事
技
術
保
存
会
　
三
十
六
名
／
木
之
本
町
邦

楽
器
原
糸
製
造
保
存
会
　
二
十
六
名
／
歌
舞
伎
小
道
具
製

作
技
術
保
存
会
　
十
六
名
／
浮
世
絵
木
版
画
彫
摺
技
術
保

存
協
会
　
十
名
／
日
光
社
寺
文
化
財
保
存
会
　
十
名
／
日

本
美
術
刀
剣
保
存
協
会
　
八
名
／
日
本
文
化
財
漆
協
会

六
名

・
翌
年
度
以
降
の
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
に
つ
い
て

①
開
催
を
希
望
す
る
　
百
八
名
　
　
②
希
望
し
な
い
　
○
名
　
　

③
無
回
答
　
三
名

・
参
加
者
の
職
業

①
会
社
員
　
十
四
名
　
②
研
究
者
　
十
名
　
③
学
生
　
二
十
六

名
　
④
そ
の
他
　
四
十
八
名
　
⑤
無
回
答
　
十
六
名

・
参
加
者
の
年
齢

①
十
代
　
十
二
名
　
②
二
十
代
　
十
八
名
　
③
三
十
代
　
十
名

④
四
十
代
　
十
四
名
　
⑤
五
十
代
　
十
六
名
　
⑥
六
十
代

十
八
名
　
⑦
七
十
代
　
八
名
　
⑧
無
回
答
　
九
名

・
参
加
者
の
性
別

①
男
性
　
七
十
名
　
②
女
性
　
二
十
八
名
　
③
無
回
答
　
十
六

名・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
つ
い
て
の
意
見
、希
望（
主
な
も
の
を
列
挙
）

・
た
い
へ
ん
有
意
義
で
勉
強
に
な
っ
た

・
実
演
・
体
験
コ
ー
ナ
ー
が
よ
か
っ
た

・
各
参
加
団
体
お
よ
び
展
示
内
容
に
関
す
る
資
料
が
ほ
し
い

・
も
っ
と
P
R
し
て
多
く
の
人
々
の
参
加
を
呼
び
か
け
る

・
実
際
の
職
人
さ
ん
が
使
用
し
て
い
る
手
垢
の
つ
い
た
よ
う
な

使
い
込
ま
れ
た
道
具
を
み
て
本
当
に
楽
し
い

・
制
作
者
の
話
の
時
間
を
も
っ
と
と
っ
て
ほ
し
い

選
定
保
存
技
術
保
存
団
体
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら

十
五
団
体
か
ら
回
答
を
得
た

①
会
場
に
つ
い
て

・
た
い
へ
ん
立
派
な
会
場
で
、
展
示
ス
ペ
ー
ス
も
ゆ
っ
た
り
し

て
い
て
よ
か
っ
た

・
講
演
会
場
の
音
響
が
よ
く
な
か
っ
た

②
事
前
の
準
備
、
連
絡
等
、
事
務
局
の
対
応
に
つ
い
て

・
二
年
目
と
い
う
こ
と
も
あ
り
団
体
と
し
て
の
様
子
が
わ
か
り

準
備
で
き
た
の
で
特
に
問
題
は
な
い

・
良
好
で
あ
っ
た

③
搬
入
、
搬
出
、
設
営
、
撤
収
に
つ
い
て

・
ス
タ
ッ
フ
に
た
い
へ
ん
お
世
話
に
な
り
、
大
き
な
問
題
は
な

か
っ
た

・
ス
ム
ー
ズ
に
行
え
、
問
題
は
な
か
っ
た

④
当
日
の
事
務
局
の
対
応
に
つ
い
て

・
特
に
問
題
は
な
く
良
好
で
あ
っ
た

⑤
翌
年
以
降
も
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
に
つ
い
て

・
開
催
を
希
望
す
る
　
十
四
団
体
／
・
希
望
し
な
い
　
○
団
体

・
無
回
答
　
一
団
体

⑥
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
つ
い
て
の
感
想
、
意
見
、
要
望

・
交
流
会
の
進
め
方
に
工
夫
が
必
要
。
た
と
え
ば
、
各
団
体
の

自
己
紹
介
な
ど
が
あ
っ
て
も
よ
か
っ
た

・
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
り
当
協
会
の
広

報
活
動
が
活
発
化
す
る
と
思
う

・
文
化
財
関
係
者
、
保
持
者
、
保
持
団
体
と
の
交
流
を
も
っ
と

大
事
に
し
て
い
き
た
い

・
若
い
人
の
参
加
者
が
少
な
い
。
マ
ス
コ
ミ
等
に
働
き
か
け
参

加
者
を
ふ
や
す
努
力
が
必
要

・
広
報
活
動
を
も
っ
と
工
夫
し
て
、
参
加
者
を
ふ
や
す
よ
う
に

し
て
ほ
し
い

・
い
ろ
い
ろ
な
団
体
の
人
と
交
流
で
き
て
よ
か
っ
た

・
準
備
に
あ
る
程
度
の
手
間
と
費
用
が
か
か
っ
て
た
い
へ
ん

⑦
そ
の
他
、
意
見
、
要
望

・
ビ
デ
オ
上
映
が
よ
か
っ
た
が
、
も
っ
と
大
画
面
に
し
て
、
台

数
も
ふ
や
し
た
ほ
う
が
よ
い

・
二
、
三
年
先
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
場
所
、
日
時
が
わ
か
っ
て

い
る
と
計
画
し
や
す
い

・
第
一
回
、
第
二
回
と
関
西
で
開
催
さ
れ
た
の
で
、
今
後
は
関

東
で
も
開
催
を
検
討
し
て
ほ
し
い

・
パ
ネ
ル
等
の
制
作
費
、
準
備
の
た
め
に
時
間
と
費
用
の
負
担

が
大
き
い
の
で
、
費
用
面
で
も
助
成
し
て
も
ら
え
る
と
あ
り

が
た
い

・
毎
年
の
開
催
に
な
る
と
出
展
費
用
が
か
さ
み
苦
し
く
な
る
の

で
、
隔
年
と
か
少
し
時
間
を
お
い
た
開
催
な
ど
も
考
慮
し
て

ほ
し
い
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