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高
松
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古
墳
壁
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発
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周
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記
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高
松
塚
古
墳
壁
画
の
発
見
か
ら
半
世
紀
。

　�

こ
れ
ま
で
の
出
来
事
を
振
り
返
る
と
と
も
に

「
古
墳
壁
画
の
保
存
・
活
用
方
法
」「
世
界
遺

産
登
録
へ
の
見
通
し
や
期
待
」
な
ど
、
高
松

塚
古
墳
を
中
心
に
、
今
後
の
「
飛
鳥
・
藤
原

の
文
化
資
産
の
保
存
と
活
用
」
に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
思
い
や
期
待
を
語
っ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

相
原
先
生
：
紙
上
座
談
会
に
ご
参
加
い
た
だ
き
、
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
回
の
進
行
役
を
務
め
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
奈
良
大
学
の
相
原
で
す
。
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
ま
ず
は
、
古
都
飛
鳥
保
存
財
団
の
和
田
林
理
事
長

か
ら
、
今
回
の
広
報
紙
「
飛
鳥
び
と
」
で
、
高
松
塚

古
墳
壁
画
発
見
50
周
年
記
念
号
を
特
集
し
た
意
図
を

お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

和
田
林
理
事
長
：
昨
年
は
当
財
団
が
創
立
50
周
年
を

迎
え
、
そ
し
て
今
年
３
月
に
壁
画
発
見
50
周
年
の
節

目
を
迎
え
ま
し
た
。
こ
の
間
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
出
来

事
が
あ
り
、
関
係
者
の
ご
苦
労
が
あ
っ
た
こ
と
と
思

い
ま
す
。
当
財
団
も
壁
画
館
を
設
置
・
運
営
し
、
幸

い
多
く
の
方
に
ご
利
用
い
た
だ
い
て
参
り
ま
し
た
。

　
50
周
年
の
節
目
に
半
世
紀
の
歩
み
を
振
り
返
る
と

と
も
に
、
こ
れ
か
ら

の
壁
画
の
保
存
と
活

用
の
あ
り
方
や
壁
画

館
へ
の
期
待
な
ど

を
、
皆
様
か
ら
お
聞

か
せ
い
た
だ
き
、
そ
れ
を
参
考
に
今
後
の
運
営
や
普

及
啓
発
事
業
に
努
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

世
紀
の
大
発
見

︱
「
飛
鳥
美
人
」「
四
神
図
」
な
ど 

︱

相
原
先
生
：
昭
和
47
年
の
高
松
塚
古
墳
で
飛
鳥
美
人

（
女
子
群
像
）
や
四
神
図
な
ど
の
壁
画
発
見
は
、
世

紀
の
大
発
見
と
し
て
、
マ
ス
コ
ミ
で
大
々
的
に
報
じ

ら
れ
ま
し
た
。
考
古
学
の
記
事
が
新
聞
の
一
面
に
掲

載
さ
れ
、
文
化
財
が
国
民
に
周
知
さ
れ
た
瞬
間
で
も

あ
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
の
調
査
に
は
、末
永
先
生
、

網
干
先
生
な
ど
、
橿
原
考
古
学
研
究
所
が
中
心
に
関

わ
っ
て
お
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
が
、
岡
林
副
所
長
、

当
時
の
経
緯
を
、
少
し
説
明
し
て
い
た
だ
け
ま
す
で

し
ょ
う
か
。

岡
林
副
所
長
：
昭
和
47
年
の
発
掘
調
査
は
、
明
日
香

村
史
刊
行
事
業
の
一
環
と
し
て
企
画
さ
れ
た
と
聞
い

て
い
ま
す
。
明
日
香
村
か
ら
県
の
教
育
委
員
会
が
委

託
を
受
け
、
橿
原
考
古
学
研
究
所
が
調
査
を
担
当
し

ま
し
た
。
所
長
の
末
永
雅
雄
先
生
の
指
揮
の
下
、
秋

山
日
出
雄
先
生
、
網
干
善
教
先
生
、
伊
達
宗
泰
先
生

が
調
査
員
を
務
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
石
室
が
開
口
し
、
壁
画
が
発
見
さ
れ
た
の
は
３
月

21
日
で
す
。
末
永
所
長
の
判
断
で
、
内
部
の
調
査
は

わ
ず
か
５
日
間
で
終
え
ら
れ
、
25
日
に
は
石
室
の
入

り
口
は
厳
重
に
塞
が
れ
ま
し
た
。
壁
画
の
保
存
を
第

一
に
考
え
た
処
置
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。
石
室
を
塞
ぐ
た
め
に
、
信
楽
焼
の
陶
土
を

買
い
に
走
っ
た
、
と
い
う
話
を
先
輩
方
か
ら
聞
い
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
末
永
所
長
は
、
高
松
塚
古
墳
の
調
査
・
保
存
事
業

は
、
国
全
体
で
当
た
る
べ
き
と
の
お
考
え
で
し
た
。

こ
の
方
針
が
受
け
入
れ
ら
れ
、４
月
５
日
を
も
っ
て
、
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私た ちは
古都飛鳥保存 財団の活動を

応援して います　

そ
の
後
の
こ
と
は
文
化
庁
に
引
き
継
が
れ

ま
し
た
。

　
こ
の
年
の
10
月
に『
壁
画
古
墳
高
松
塚・

調
査
中
間
報
告
』が
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

わ
ず
か
半
年
で
こ
の
大
部
の
発
掘
調
査
報

告
書
を
作
成
し
た
仕
事
の
ス
ピ
ー
ド
は
、

驚
嘆
に
値
し
ま
す
。
高
松
塚
古
墳
の
調
査

研
究
の
端
緒
を
開
い
た
者
の
責
任
を
果
た

そ
う
と
い
う
、強
い
使
命
感
を
感
じ
ま
す
。

相
原
先
生
：
壁
画
の
発
見
後
、
文
化
庁
に

壁
画
の
保
存
事
業
が
引
き
継
が
れ
ま
す
。

当
時
、
文
化
庁
で
は
ど
う
い
う
取
り
組
み

を
さ
れ
た
の
か
、
本
中
所
長
、
そ
の
頃
の

状
況
に
つ
い
て
お
願
い
し
ま
す
。

本
中
所
長
：
文
化
庁
で
は
、
保
存
に
向
け

て
応
急
対
策
調
査
会
を
設
置
し
て
保
存
の

あ
り
方
を
検
討
し
、
壁
画
を
現
地
保
存
す

る
方
針
を

決
定
、
昭

和
51
年
に

保
存
施
設

が
完
成
し

ま
し
た
。
壁
画
発
見
か
ら
そ
れ
ま
で
の
間

は
、
昭
和
48
年
に
古
墳
が
特
別
史
跡
に
指

定
さ
れ
、
ま
た
昭
和
49
年
４
月
に
は
壁
画

が
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
平
成
16

年
に
な
り
、
高
松
塚
古
墳
壁
画
の
恒
久
的

保
存
対
策
の
た
め
の
墳
丘
の
発
掘
調
査
を

奈
良
文
化
財
研
究
所
が
実
施
し
ま
し
た
。

相
原
先
生：壁
画
館
が
建
設
さ
れ
た
の
は
、

保
存
施
設
が
整
備
さ
れ
た
頃
で
し
た
か
？

和
田
林
理
事
長
：
は
い
、
昭
和
50
年
５
月

に
起
工
式
を
挙
行
し
、
51
年
10
月
に
建
物

が
竣
工
、
52
年
３
月
に
正
式
オ
ー
プ
ン
し

ま
し
た
。
用
地
の
買
収
や
壁
画
館
の
建
設

な
ど
に
は
、
寄
付
金
付
き
郵
便
切
手
に
よ

る
寄
付
金
の
配

分
を
い
た
だ
く

こ
と
が
で
き
ま

し
た
。同
じ
頃
、

国
営
飛
鳥
歴
史

公
園
に
高
松
塚

周
辺
地
区
が
追

加
整
備
さ
れ
る

こ
と
も
決
定
さ

れ
ま
し
た
。

壁
画
の
劣
化
が
進
む

︱ 

大
き
な
社
会
問
題
に 

︱

相
原
先
生
：
建
石
セ
ン
タ
ー
長
は
平
成
17

年
か
ら
、
古
墳
壁
画
対
策
調
査
官
と
し
て

文
化
庁
で
直
接
関
わ
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た

が
、
壁
画
の
解
体
修
理
に
至
る
ま
で
の
経

過
を
簡
単
に
お
話
し
い
た
だ
け
ま
す
か
？

建
石
セ
ン
タ
ー
長
：
当
初
の
壁
画
の
修
理

は
昭
和
61
年
に
一
応
完
了
し
、
そ
の
後
は

定
期
点
検
を
毎
年
行
っ
て
い
ま
し
た
。
し

か
し
、
平
成
13
年
の
石
室
と
保
存
施
設
の

接
続
部
（
取
合
い
部
）
の
工
事
な
ど
か
ら

カ
ビ
が
発
生
し
、
壁
画
の
劣
化
も
進
ん
で

い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
大
き
な
社
会
問
題

と
な
り
ま
し
た
。

　
石
室
を

解
体
し
て

壁
画
を
石

材
ご
と
取

り
出
し
て

修
理
す
る
こ
と
が
、
文
化
庁
の
保
存
対
策

検
討
会
で
平
成
17
年
に
決
定
さ
れ
ま
し

た
。
根
本
的
な
修
理
が
必
要
と
判
明
し
た

た
め
史
跡
の
現
地
保
存
の
原
則
に
照
ら
せ

ば
苦
渋
の
選
択
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
平

成
19
年
に
す
べ
て
の
石
材
・
壁
画
を
取
り

出
し
、
修
理
施
設
へ
の
搬
入
を
終
え
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

相
原
先
生
：
そ
の
石
室
の
解
体
に
伴
う
発

掘
調
査
は
、
奈
文
研
・
橿
考
研
・
明
日
香

村
が
担
当
し
ま
し
た
が
、
岡
林
副
所
長
も

参
加
さ
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
発
掘
調

査
で
ご
苦
労
さ
れ
た
こ
と
は
、
何
か
あ
り

ま
し
た
か
？

岡
林
副
所
長
：
お
よ
そ
１
年
の
長
い
発
掘

調
査
で
し
た
。そ
の
う
ち
７
ヶ
月
以
上
は
、

室
温
10
℃
、
湿
度
90
％
に
保
た
れ
た
断
熱

覆
屋
の
中
で
の
作
業
に
な
り
ま
し
た
。
し

か
も
、
化
学
防
護
服
を
着
て
、
防
塵
マ
ス

ク
と
ゴ
ム
手
袋
を
着
け
て
の
作
業
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
壁
画
の
保
存
環
境
維
持
の
た

め
で
す
が
、
人
間
の
活
動
環
境
と
し
て
は

な
か
な
か
厳
し
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

　
特
別
史
跡
で
あ
る
古
墳
の
石
室
を
解
体

す
る
た
め
の
発
掘
調
査
と
い
う
こ
と
で
、

あ
ら
ゆ
る
考
古
学
的
情
報
を
漏
ら
さ
ず
調

査
し
、
記
録
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
し

た
。
じ
つ
に
濃
密
で
、
緊
張
感
の
あ
る
発

掘
調
査
で
し
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
、

得
難
い
経
験
を
し
た
と
い
う
の
が
率
直
な

感
想
で
す
。

相
原
先
生
：
文
化
庁
に
よ
る
壁
画
修
理
は

十
数
年
を
か
け
て
、
か
な
り
き
れ
い
な
状

態
に
な
り
ま
し
た
。
最
新
の
技
術
と
職
人

の
技
に
よ
っ
て
、
壁
画
の
保
存
・
修
理
と

い
う
国
家
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト

が
実
施
さ
れ

た
わ
け
で

す
。同
時
に
、

高
松
塚
古
墳

壁
画
の
問
題

で
は
、
文
化

財
保
存
の
理

念
と
技
術
、

高松塚古墳寄附金つき切手 (昭和48年発行 )

本中所長

高松塚壁画館
受付（9：00～16：30）

建石センター長

壁画を見る子供たち
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私た ちは
古都飛鳥保存 財団の活動を

応援して います　

情
報
公
開
や
管
理
体
制
な
ど
様
々
な
課
題

も
浮
き
彫
り
に
な
り
ま
し
た
。

　
現
在
は
壁
画
の
修
理
を
終
え
て
、
ど
の

よ
う
に
保
存
・
公
開
し
て
い
く
か
を
議
論

し
て
い
る
段
階
だ
と
思
い
ま
す
。
高
松
塚

壁
画
の
こ
れ
ま
で
の
経
緯
や
今
後
の
あ
り

方
に
つ
い
て
、
皆
様
は
ど
の
よ
う
に
感
じ

て
お
ら
れ
ま
す
か
。

和
田
林
理
事
長：壁
画
の
修
理
が
終
わ
り
、

そ
の
恒
久
的
な
保
存
公
開
施
設
が
整
備
さ

れ
る
こ
と
は
喜
ば
し
い
限
り
で
す
。
一
方

で
は
、
当
財
団
が
運
営
す
る
壁
画
館
と
の

関
係
性
を
ど
う
考
え
て
い
く
か
と
い
う
問

題
も
あ
り
ま
す
。
国
に
よ
り
本
格
的
な
施

設
が
整
備
さ
れ
、
小
さ
い
な
が
ら
も
独
自

の
存
在
意
義
を
持
っ
た
壁
画
館
と
の
間
で

相
乗
効
果
が
生
ま
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、

こ
の
地
域
の
魅
力
の
向
上
に
も
つ
な
が
る

の
で
は
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

本
中
所
長
：
様
々
な
経
緯
を
た
ど
り
、
困

難
な
課
題
を
乗
り
越
え
て
き
た
高
松
塚
古

墳
と
そ

の
壁
画

で
す
。

当
初
の

保
存
に

対
す
る

考
え
方

を
見
直

さ
な
け

れ
ば
な

ら
な
い
局
面
も
あ
っ
た
と
認
識
し
て
い
ま

す
。
土
地
の
一
部
と
し
て
存
在
す
る
墳
丘

と
、
影
響
を
受
け
や
す
い
希
少
性
の
高
い

壁
画
と
の
統
一
的
な
保
存
の
た
め
に
、
深

い
議
論
と
実
践
が
要
っ
た
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
。
保
存
公
開
施
設
で
は
、
そ
の
よ

う
な
高
松
塚
古
墳
の
記
念
碑
的
な
意
義
を

広
く
共
有
で
き
る
よ
う
適
切
な
情
報
発
信

が
求
め
ら
れ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

建
石
セ
ン
タ
ー
長
：
守
屋
多
々
志
先
生
を

中
心
と
し
た
模
写
は
大
変
優
れ
た
も
の

で
、
そ
れ
が
古
墳
の
隣
接
地
で
常
設
展
示

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
大
変
意
義
深
い
と
思

い
ま
す
。
私
自
身
の
高
松
塚
の
原
体
験
も

学
生
時
代
に
古
墳
と
壁
画
館
の
模
写
を
実

見
し
た
こ
と
に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
明
日

香
風
の
中
で
古
墳
現
地
と
模
写
の
優
品
を

堪
能
で
き
る
現
状
を
前
提
と
し
て
、
そ
れ

と
有
機
的
な
関
係
の
も
と
、
一
層
の
効
果

が
あ
が
る
施
設
を
計
画
す
る
こ
と
が
必
須

と
考
え
ま
す
。

岡
林
副
所
長
：
高
松
塚
古
墳
壁
画
は
ま
さ

し
く
国
の
至
宝
で
す
。
ま
ず
は
確
実
に
未

来
へ
継
承
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
大
命
題
で

す
。
そ
の
実
現
の
た
め
の
調
査
研
究
を
粘

り
強
く
続
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
し

て
、
将
来
に
わ
た
っ
て
、
で
き
る
だ
け
多

く
の
人
が
鑑
賞
で
き
れ
ば
素
晴
ら
し
い
で

す
ね
。
今
後
ま
す
ま
す
進
化
す
る
で
あ
ろ

う
さ
ま
ざ
ま
な
技
術
を
活
用
す
れ
ば
、
ガ

ラ
ス
越
し
に
見
る
と
い
っ
た
従
来
型
の
鑑

賞
方
法
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
、
近
未
来

的
な
鑑
賞
方
法
も
可
能
に
な
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

文
化
財
を「
お
蔵
入
り
」さ
せ
ず
、

展
示
・
公
開
を

相
原
先
生：高
松
塚
古
墳
壁
画
に
限
ら
ず
、

近
年
は
文
化
財
を
保
存
し
な
が
ら
活
用
す

る
こ
と
が
大
き
な
社
会
的
関
心
と
な
っ
て

き
て
い
ま
す
。
和
田
林
理
事
長
は
、
文
化

財
の
保
存
と
活
用
の
両
立
と
い
う
問
題
を

ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
お
ら
れ
る
で

し
ょ
う
か
。

和
田
林
理
事
長
：
文
化
財
を
保
存
す
る
こ

と
は
大
事
で
す
が
、
保
存
一
辺
倒
で
文
化

財
が
「
お
蔵
」
に
入
っ
た
ま
ま
で
は
、
長

い
年
月
の
間
に
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
い
ま

す
。
文
化
財
を
展
示・公
開
す
る
こ
と
で
、

文
化
の
継
承
、
ま
た
地
域
の
活
性
化
に
も

資
す
る
と
思
い
ま
す
。
古
来
、
こ
う
い
う

歴
史
が
こ
の
地
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を

文
化
財
の
活
用
に
よ
り
発
信
す
べ
き
で

す
。

岡
林
副
所
長
：
奈
良
県
で
は
、
一
昨
年
に

成
立
し
た
文
化
観
光
推
進
法
に
基
づ
き

「
い
か
す
・
な
ら
地
域
計
画
」
の
認
定
を

い
ち
早
く

国
か
ら
受

け
ま
し
た

が
、
そ
の

中
で
橿
考

研
の
附
属
博
物
館
が
中
核
文
化
観
光
拠
点

施
設
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

昨
年
秋
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
が
で

き
た
ば
か
り
で
、
文
化
財
の
収
蔵
や
展
示

と
と
も
に
、
地
域
の
中
で
求
め
ら
れ
る
役

割
を
果
た
す
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
の
博
物

館
の
業
務
の
一
つ
の
柱
と
な
っ
て
き
て
い

ま
す
。

和
田
林
理
事
長
：
明
日
香
村
で
も
同
法
に

基
づ
き
「
明
日
香
ま
る
ご
と
博
物
館
地
域

計
画
」
の
認
定
を
受
け
ら
れ
ま
し
た
。
同

計
画
に
つ
い
て
は
、「
飛
鳥
び
と
№
12
」

で
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
よ
う
に
、
高

松
塚
古
墳
な
ど
９
つ
の
世
界
遺
産
構
成
資

産
が
同
じ
く
拠
点
施
設
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
高
松
塚
壁
画
館
に
お
い
て
も
、
高
松

塚
古
墳
と
一
体
的
な
情
報
発
信
を
進
め
て

い
く
所
存
で
す
。

　
ま
た
、
当
財
団
で
は
、
当
地
に
お
け
る

文
化
観
光
推
進
へ
の
寄
与
と
い
う
目
的
も

併
せ
も
つ
「
飛
鳥
・
藤
原
ま
る
ご
と
博
物

館
検
定
」
を
令
和
５
年
度
よ
り
ス
タ
ー
ト

す
る
た
め
、
公
式
テ
キ
ス
ト
を
４
年
度
中

に
刊
行
し
ま
す
。
こ
の
検
定
を
通
じ
て
飛

鳥
・
藤
原
フ
ァ
ン
の
裾
野
が
広
が
っ
て
く

れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

相
原
先
生
：
建
石
セ
ン
タ
ー
長
は
、
奈
良

県
に
出
向
し
て
い
る
時
に
、
文
化
財
の
活

用
に
つ
い
て
も
担
当
さ
れ
て
い
た
と
思
い

ま
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
？

岡林副所長

高松塚古墳
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日本人の心のふるさと　〜その保存と未来のために〜

　
今
回
の
座
談
会
に
参
加
さ
れ
た
方
々
の

意
見
や
思
い
を
拝
読
し
、
こ
の
50
年
を
思

い
巡
ら
す
と
、
胸
が
熱
く
な
り
ま
し
た
。
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
世
紀
の
発
見
の
始
ま
り
は
、
村
人
が
生

姜
を
貯
蔵
す
る
た
め
の
穴
を
掘
っ
て
い
た

と
こ
ろ
「
カ
チ
ン
」
と
大
き
な
石
に
突
き

当
た
っ
た
事
が
発
端
だ
そ
う
で
す
。

　
な
お
、『
高
松
塚
』
の
名
称
は
江
戸
時
代

に
墳
丘
の
上
に
大
き
な
松
が
あ
っ
た
こ
と

か
ら
そ
う
呼
ば
れ
た
と
か
・
・
・
鎌
倉
時

代
に
は
盗
掘
さ
れ
て
い
た
と
か
・
・
・
そ

ん
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
伝
承
し
て
く
れ
た
先

人
達
の
事
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
思

う
の
で
す
。

　
私
は
国
営

飛
鳥
歴
史
公

園
館
か
ら
高

松
塚
壁
画
館

ま
で
続
く
遊

歩
道
が
大
好

き
で
す
。
華

や
か
さ
は
な

い
け
れ
ど
、
ひ
っ
そ
り
と
咲
く
タ
チ
ツ
ボ

ス
ミ
レ
や
ナ
ン
バ
ン
キ
セ
ル
を
見
つ
け
た

り
、
モ
ズ
や
カ
ワ
セ
ミ
な
ど
の
野
鳥
の
鳴

き
声
に
癒
さ
れ
た
り
と
何

度
も
通
っ
て
い
ま
す
。
懐
か

し
い
日
本
の
自
然
公
園
で

す
。

　
編
集
後
記

新子  信子

「
祝

い
わ
い

戸ど

荘そ
う

の

　
　
　
料
理
人
と
し
て
」

　
令
和
３
年
１
月
末
、
国
営
飛
鳥
歴
史
公
園

内
に
佇
む
宿
泊
施
設
「
祝
戸
荘
」
が
45
年
の

歴
史
に
幕
を
閉
じ
ま
し
た
。
私
は
そ
こ
の
お

食
事
処
「
椎し
い

の
葉
」
で
13
年
間
、
調
理
に
携

わ
っ
て
い
ま
し

た
。

　
や
は
り
コ
ロ

ナ
禍
の
打
撃
は

大
き
く
、
キ
ャ

ン
セ
ル
が
相
次
い
だ
時
は
胸
が
締
め
付
け
ら

れ
る
思
い
で
し
た
。

　
こ
の
原
稿
を
書
く
に
あ
た
り
、当
時
の
事
、

こ
れ
か
ら
の
事
を
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

　

ス
タ
ッ
フ
は
村
内
の
主
婦
５
名
で
の
ス

タ
ー
ト
で
し
た
。
先
ず
は
明
日
香
村
の
郷
土

食
を
見
直
し
、
農
業
を
営
む
ス
タ
ッ
フ
か
ら

米
や
ワ
サ
ビ
菜
、
紅
芯
大
根
と
い
っ
た
珍
し

い
野
菜
を
調
達
し
、
地
産
地
消
に
特
化
し
ま

し
た
。

　
特
に「
飛
鳥
鍋
」や「
古
代
食・葉
盛
御
膳
」

は
大
人
気
。
私
事
で
恐
縮
で
す
が
、
ド
イ
ツ

人
の
お
客
様
か
ら
「
シ
ェ
フ
を
連
れ
て
帰
り

た
い
」
と
嬉
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
も
あ
り
ま
し

た
（
笑
）

　
一
緒
に
働
い
た
仲
間
は
今
で
も
気
心
の
許

せ
る
大
切
な
友
人
で
す
。

︱ 

飛
鳥
・
藤
原
の

名
人
紹
介 

︱

　
次
の
運
営
が『
星
野
リ
ゾ
ー
ト
』に
決
ま
っ

て
、
内
心
ホ
ッ
と
し
て
い
ま
す
が
、
や
は
り

明
日
香
に
こ
だ
わ
っ
た
お
食
事
を
提
供
し
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
私
の
や
り
た
い
事
は
ペ
ッ
ト
同

伴
で
楽
し
め
る
「
民
泊
」
と
「
古
代
米
た
こ

焼
き
屋
」
を
す
る

事
で
す
。
現
在
66

歳
で
す
が
、
人
生

は
こ
れ
か
ら（
笑
）

終
の
住
処
で
あ
る

明
日
香
の
地
で
こ

の
経
験
を
活
か

し
、
次
の
ス
テ
ッ

プ
に
進
み
た
い
と

思
い
ま
す
。

　
　
橋
本
　
由
美
子

飛
鳥・藤
原
の
茅（
地・知
）の
輪
づ
く
り

建
石
セ
ン
タ
ー
長
：
明
日
香
村
は
、
同
法

の
枠
組
み
が
県
に
よ
る
「
い
か
す
・
な
ら

地
域
計
画
」
と
村
に
よ
る
「
明
日
香
ま
る

ご
と
博
物
館
地
域
計
画
」
と
二
重
に
か

か
っ
た
全
国
で
も
稀
有
な
地
域
で
す
。
国

も
そ
れ
ほ
ど
期
待
を
し
て
い
る
と
い
え
ま

す
。周
辺
地
域
と
の
連
携
を
は
か
り
つ
つ
、

官
民
学
、
官
で
あ
れ
ば
省
庁
を
超
え
た
連

携
や
、
国
・
県
・
村
の
連
携
等
、
明
日
香

村
で
は
す
で
に
実
現
し
て
い
る
ボ
ー
ダ
ー

レ
ス
な
協
業
を
さ
ら
に
進
め
て
「
明
日
香

モ
デ
ル
」
と
い
う
べ
き
実
践
を
実
現
・
発

信
で
き
る
と
よ
い
と
思
い
ま
す
し
、
明
日

香
な
ら
そ
れ
は
充
分
可
能
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。

「
飛
鳥
・
藤
原
」
の

　
世
界
遺
産
登
録
へ
の
期
待

相
原
先
生
：
現
在
、
奈
良
県
・
橿
原
市
・

桜
井
市
、
そ
し
て
明
日
香
村
は
、「
飛
鳥・

藤
原
の
宮

都
と
そ
の

関
連
資
産

群
」
と
し

て
世
界
遺

産
登
録
に
向
け
た
動
き
も
本
格
化
し
て
い

ま
す
。
本
中
所
長
は
、
文
化
庁
に
お
ら
れ

た
頃
に
、
多
く
の
世
界
遺
産
登
録
に
携

わ
っ
て
こ
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
。「
飛
鳥・

藤
原
」
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
も
含
め
て
、
文

化
財
の
保
存
と
活
用
に
つ
い
て
、
お
考
え

を
お
聞
か
せ
下
さ
い
。

本
中
所
長
：
文
化
財
の
活
用
に
力
点
を
置

く
方
向
が
強
調
さ
れ
る
の
は
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
に
と
っ
て
、
文
化
財
の
価
値
を
共
有

し
、
自
ら
が
そ
の
発
信
者
に
も
な
り
得
る

こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
す

ね
。
そ
の
よ
う
な
営
み
を
通
じ
て
育
ま
れ

た
力
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
持
続
可
能
性

に
も
大
き
な
効
果
を
も
た
ら
す
は
ず
で

す
。
高
松
塚
古
墳
を
含
む
「
飛
鳥・藤
原
」

の
世
界
遺
産
へ
の
推
薦・登
録
を
通
じ
て
、

活
力
の
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
育
成
に
向

け
た
取
り
組
み
が
着
実
に
進
む
こ
と
を
期

待
し
て
い
ま
す
。

相
原
先
生
：
本
日
は
皆
様
、
座
談
会
へ
ご

出
席
い
た
だ
き
、貴
重
な
ご
発
言
を
賜
り
、

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
高
松
塚
古
墳
壁
画
は
、
文
化
財
保
護
の

象
徴
で
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
現
地

保
存
の
た
め
、
実
物
を
見
ら
れ
な
い
至
宝

で
あ
っ
た
が
故
、
国
民
か
ら
少
し
離
れ
た

存
在
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ

に
保
存
技
術
の
課
題
や
管
理
体
制
の
不
備

が
重
な
っ
て
、
壁
画
が
痛
ん
だ
の
で
す
。

文
化
財
を
守
り
な
が
ら
活
用
す
る
。
活
用

す
る
こ
と
に
よ
り
守
る
。
こ
の
こ
と
が
、

こ
れ
か
ら
の
文
化
財
保
護
に
求
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
で
す
。
高
松
塚
の
壁
画
は
、
ま

さ
に
そ
の
使
命
を
担
っ
た
存
在
だ
と
思
い

ま
す
。

相原先生

諸陵考（奈良県図書情報館提供）


