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改
め
ま
し
て
文
化
庁
の
平
澤
で
ご
ざ
い
ま
す
。

本
日
は
、
お
配
り
い
た
だ
い
た
資
料
に
沿
っ
て
お

話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
前
に
、

東
京
都
公
園
協
会
か
ら
発
行
さ
れ
て
い
る
『
都
市
公

園
』
と
い
う
雑
誌
で
、
昨
年
、
亀
山
先
生
の
下
で
「
東

京
の
文
化
財
庭
園
、
魅
力
と
価
値
の
発
信
」
と
い
う

特
集
が
企
画
さ
れ
ま
し
て
、
私
に
も
お
声
掛
け
く
だ

さ
っ
て
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
「
歴
史
的
庭
園

の
生
き
た
保
存
と
活
用
」
と
い
う
文
章
を
参
考
資
料

と
し
て
お
配
り
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
紹

介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
れ
は
ま
た
、
後
ほ
ど

お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
中
で
、

冒
頭
に
述
べ
て
お
り
ま
す
「
庭
園
は
生
き
物
で
あ
る
」

と
い
う
こ
と
な
ど
も
含
み
置
き
な
が
ら
、
文
化
財
庭

園
と
い
う
も
の
を
幅
広
く
捉
え
な
が
ら
、
お
話
し
い

た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
毎
年
こ
こ
で
は
、
新
し
い
情
報
と
話
題
の

ご
提
供
と
い
う
こ
と
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て

お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
本
日
は
「
文
化
財
庭
園
保
護

の
考
え
方
」
と
い
う
こ
と
で
、
資
料
に
掲
げ
ま
し
た

と
お
り
、
「
日
本
に
お
け
る
歴
史
的
庭
園
保
護
の
沿

革
」
、
「
文
化
財
庭
園
の
範
囲
」
、
「
名
勝
（
名
勝
地
）

の
指
定
・
登
録
状
況
」
、
「
文
化
財
庭
園
に
対
す
る
措

置
」
、
「
指
定
地
域
の
追
加
」
、
「
広
い
視
野
か
ら
の
文

化
財
庭
園
保
護
」
の
六
つ
の
柱
に
沿
っ
て
お
話
し
さ

せ
て
い
た
だ
き
、
最
後
に
最
近
の
動
向
な
ど
を
補
足

い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

日
本
に
お
け
る
歴
史
的
庭
園
保
護
の
沿
革

ま
ず
、
広
く
歴
史
的
庭
園
の
保
護
と
い
う
こ
と

が
日
本
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
き
た
か
と

い
う
と
こ
ろ
で
す
が
、
先
ほ
ど
ご
挨
拶
で
も
ご
紹
介

い
た
し
ま
し
た
通
り
、
皆
さ
ん
が
日
頃
大
切
に
さ
れ

て
お
ら
れ
る
庭
園
を
名
勝
に
指
定
す
る
と
い
う
制
度

は
、
大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
に
制
定
・
施
行
さ
れ

た
史
蹟
名
勝
天
然
紀
念
物
保
存
法
か
ら
始
ま
り
、
現

在
は
文
化
財
保
護
法
に
そ
の
制
度
が
引
き
継
が
れ
て

一
〇
〇
年
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
も
そ
も

は
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
の
太
政
官
布
達
第
一
六

号
に
よ
る
取
組
が
そ
の
嚆
矢
と
言
え
ま
す
。こ
れ
は
、

こ
れ
か
ら
近
代
国
家
に
お
い
て
公
園
と
い
う
も
の
が

必
要
な
の
で
、
調
査
し
て
、
そ
の
候
補
地
を
知
ら
せ

な
さ
い
と
い
う
こ
と
を
太
政
官
が
指
示
し
た
も
の
で

す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
旧
大
名
庭
園
や
城
跡
、
社
寺

境
内
な
ど
、
そ
う
い
う
も
の
が
公
園
と
し
て
開
設
さ

れ
て
い
っ
て
、
そ
の
中
で
歴
史
的
庭
園
が
残
さ
れ
て

き
た
と
い
う
と
こ
ろ
が
最
初
に
な
る
か
と
思
い
ま

す
。
そ
れ
が
明
確
に
「
庭
園
」
と
い
う
こ
と
で
取
り

組
ま
れ
た
の
が
、
史
蹟
名
勝
天
然
記
念
物
保
存
法
か

ら
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

本
協
議
会
は
、
そ
う
い
う
流
れ
の
中
で
、
昭
和
三

五
年
（
一
九
六
〇
）
に
設
立
さ
れ
、
先
ほ
ど
亀
山
会

長
か
ら
も
お
話
が
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
来
年
で
六
〇

年
を
迎
え
る
と
い
う
ほ
ど
、
非
常
に
長
い
期
間
に
わ

た
っ
て
発
展
し
て
き
て
い
る
も
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
、

文
化
財
庭
園
の
関
係
で
す
と
、
文
化
財
庭
園
保
存
技

術
者
協
議
会
が
平
成
一
四
年
（
二
〇
〇
二
）
に
設
立

さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
文
化
財
保
護
法
の
中

で
、
文
化
財
を
保
存
す
る
た
め
に
必
要
な
技
術
を
選

定
す
る
制
度
（
選
定
保
存
技
術
）
が
あ
り
ま
す
け
れ

ど
も
、
そ
の
「
選
定
保
存
技
術
」
の
う
ち
の
「
文
化
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財
庭
園
保
存
技
術
」
の
保
存
団
体
と
し
て
認
定
さ
れ

て
い
る
の
が
、
文
化
財
庭
園
保
存
技
術
者
協
議
会
で

す
。
そ
れ
か
ら
、
大
正
八
年
以
来
の
指
定
制
度
に
加

え
て
、
平
成
一
六
年
（
二
〇
〇
四
）
の
文
化
財
保
護

法
の
改
正
で
創
設
さ
れ
ま
し
た
登
録
記
念
物
制
度
に

お
い
て
も
文
化
財
庭
園
の
関
係
が
対
象
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。

史
蹟
名
勝
天
然
記
念
物
保
存
法
で
名
勝
の
指
定

が
始
ま
っ
た
の
は
大
正
一
一
年
（
一
九
二
二
）
で
、

三
月
八
日
に
一
一
件
が
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
う

ち
、
今
日
「
庭
園
」
と
し
て
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
い
る
の
が
こ
の
ス
ラ
イ
ド
の
六
件
（
現
在
の
、

史
跡
及
び
名
勝
常
磐
公
園
［
茨
城
県
］
、
史
跡
及
び

名
勝
平
等
院
庭
園
［
京
都
府
］
、
名
勝
大
沢
池
附
名

古
曽
滝
跡
［
京
都
府
］
、
特
別
名
勝
兼
六
園
［
石
川
県
］
、

特
別
名
勝
岡
山
後
楽
園
［
岡
山
県
］
、
特
別
名
勝
栗

林
公
園
［
香
川
県
］
）
で
す
。
こ
れ
ら
の
指
定
当
初

の
説
明
を
見
ま
す
と
、
常
磐
公
園
、
兼
六
園
（
当
初

指
定
名
称
は
「
金
澤
公
園
」
）
、
岡
山
後
楽
園
（
指
定

当
初
名
称
は
「
後
楽
園
」
で
、
明
治
時
代
に
公
開
さ

れ
た
と
き
に
東
京
・
小
石
川
の
「
後
楽
園
」
に
肖
っ

た
公
園
の
名
称
）
、
栗
林
公
園
の
四
つ
は
、
そ
れ
ぞ

れ
所
管
の
県
が
経
営
す
る
公
園
で
あ
る
こ
と
、
そ
し

て
、
そ
の
起
源
は
大
名
庭
園
に
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て

お
り
ま
し
て
、
今
日
の
指
定
基
準
の
名
勝
の
部
一
が

「
公
園
、
庭
園
」
と
し
て
、
公
園
と
庭
園
を
併
せ
て

取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
と
符
合
致
し
ま
す
。
す
な
わ

ち
、
今
日
に
お
け
る
文
化
財
庭
園
保
護
の
取
組
は
、

先
ほ
ど
ご
紹
介
い
た
し
ま
し
た
太
政
官
布
達
第
一
六

号
に
基
づ
い
て
、
明
治
の
初
め
か
ら
明
治
の
半
ば
に

か
け
て
、
こ
れ
ら
の
広
大
な
旧
大
名
庭
園
が
公
園
と

し
て
開
設
さ
れ
、
存
置
さ
れ
た
取
組
が
ひ
と
つ
の
重

要
な
契
機
と
な
り
、
史
蹟
名
勝
天
然
紀
念
物
保
存
法

に
よ
る
名
勝
指
定
を
経
て
、
今
日
に
受
け
継
が
れ
て

い
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

文
化
財
庭
園
の
範
囲

一
方
、
今
日
、
保
護
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
「
文

化
財
庭
園
」
の
範
囲
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
基
本
的
に

は
地
上
に
伝
世
さ
れ
て
い
る
「
現
存
庭
園
」
を
対
象

と
し
て
き
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
特
に
こ
の
半
世

紀
余
り
の
間
に
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た

「
発
掘
庭
園
」
で
あ
り
ま
す
と
か
、
あ
る
い
は
、
例

え
ば
福
井
県
福
井
市
に
所
在
す
る
一
乗
谷
朝
倉
氏
遺

跡
と
い
う
中
世
城
館
遺
跡
に
残
さ
れ
て
い
る
庭
園
遺

構
（
特
別
名
勝
一
乗
谷
朝
倉
氏
庭
園
、
最
初
、
昭
和

五
年
に
指
定
）
の
よ
う
に
庭
園
の
形
は
残
っ
て
い
る

け
れ
ど
も
遺
跡
化
し
て
い
る
よ
う
な
「
遺
跡
庭
園
」

の
ほ
か
、
特
に
二
〇
世
紀
の
終
わ
り
の
こ
ろ
か
ら
近

代
に
属
す
る
文
化
財
の
保
護
と
い
う
こ
と
が
検
討
さ

れ
、
庭
園
の
分
野
で
も
こ
の
二
〇
年
程
の
間
に
「
近

代
庭
園
」
に
対
す
る
取
組
が
活
発
化
し
て
来
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
個
別
の
庭
園
に
関
し
ま
し
て
は
、
古
い

指
定
で
す
と
石
組
な
ど
の
造
作
や
狭
い
意
味
で
の
庭

園
の
雰
囲
気
が
あ
る
部
分
だ
け
が
保
護
の
対
象
と
し

て
指
定
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
今
般
は

そ
の
庭
園
が
ど
の
よ
う
な
成
り
立
ち
の
中
で
造
ら
れ

て
き
た
の
か
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
風
致
景
観
の
構
成

と
し
て
あ
る
土
地
の
全
体
を
一
体
の
も
の
と
し
て
取

り
扱
う
こ
と
が
定
着
し
て
来
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、

一
体
を
成
し
て
い
る
眺
望
で
あ
り
ま
す
と
か
、
さ
ら

に
は
、
関
連
す
る
遺
産
と
の
関
わ
り
な
ど
も
視
野
に

入
れ
て
、
例
え
ば
旧
大
名
系
の
庭
園
で
は
城
郭
や
墓

所
な
ど
を
一
体
の
文
化
遺
産
と
し
て
捉
え
る
取
組
も

あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
庭
園
は
不
動
産
の
文
化
財

と
い
う
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
先
ほ
ど
会

長
か
ら
お
話
が
あ
っ
た
文
化
庁
長
官
へ
の
要
望
書
に

も
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
「
お
手
入
れ
」
な
ど
、
庭

園
そ
の
も
の
が
成
り
立
っ
て
い
く
う
え
で
欠
く
こ
と

が
で
き
な
い
無
形
の
要
素
と
し
て
極
め
て
重
要
で
あ

る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
あ
る
い
は
、
そ

も
そ
も
日
本
の
庭
園
は
、
自
然
現
象
の
移
ろ
い
と
と

も
に
観
賞
す
る
と
い
う
こ
と
を
大
切
な
目
的
と
し
て

作
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
観
賞
無
き
庭

園
は
庭
園
で
は
な
い
と
す
ら
言
え
る
の
で
は
な
い
か

と
も
思
わ
れ
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
中
で
、
所
有
者
、

技
術
者
、
そ
れ
か
ら
来
訪
者
、
そ
う
い
う
人
々
と
の
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繋
が
り
で
あ
り
ま
す
と
か
、
そ
う
い
う
人
々
の
存
在

や
活
動
そ
の
も
の
も
庭
園
の
一
部
で
あ
る
と
、
そ
う

い
う
風
に
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

名
勝
（
名
勝
地
）
の
指
定
・
登
録
状
況

現
在
、
文
化
財
保
護
法
に
基
づ
き
指
定
さ
れ
て
い

る
名
勝
の
総
数
が
四
一
五
件
、
一
件
の
指
定
の
中
に

複
数
の
名
勝
地
を
含
む
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ

の
指
定
の
件
数
は
必
ず
し
も
保
護
し
て
い
る
名
勝
地

も
し
く
は
庭
園
の
数
そ
の
も
の
を
表
し
て
い
ま
せ
ん

が
、
法
律
上
の
措
置
の
件
数
と
し
て
は
そ
う
い
う
数

字
が
あ
り
ま
す
。
名
勝
の
指
定
に
つ
い
て
は
、
一
般

に
、
庭
園
を
含
む
人
文
的
名
勝
と
、
主
と
し
て
自
然

風
景
地
を
対
象
と
す
る
自
然
的
名
勝
と
に
分
け
て
紹

介
し
て
お
り
ま
す
が
、
人
文
的
名
勝
が
二
三
七
件
で
、

そ
の
う
ち
庭
園
が
二
二
六
件
を
占
め
ま
す
。

四
一
五
件
の
う
ち
二
二
六
件
で
す
か
ら
、
庭
園
は

指
定
さ
れ
て
い
る
名
勝
の
半
数
以
上
を
占
め
て
い
ま

し
て
、
謂
わ
ば
、
日
本
の
名
勝
保
護
施
策
の
枢
要
を

成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
二
二

六
件
の
う
ち
、
先
ほ
ど
お
話
し
い
た
し
ま
し
た
「
遺

跡
庭
園
」
、
「
発
掘
庭
園
」
の
類
は
二
九
件
、
「
近
代

庭
園
」
は
四
〇
件
が
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
こ

の
「
近
代
庭
園
」
四
〇
件
の
う
ち
の
半
数
以
上
は
こ

の
二
〇
年
の
う
ち
に
指
定
さ
れ
た
も
の
で
す
。
ま
た
、

い
わ
ゆ
る
「
登
録
記
念
物
」
に
つ
い
て
、
現
在
一
〇

八
件
が
登
録
を
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
一
〇
八
件
の

う
ち
九
三
件
が
名
勝
地
の
関
係
で
、
そ
の
う
ち
の
六

八
件
が
庭
園
で
あ
り
ま
し
て
、
記
念
物
の
登
録
制
度

に
お
い
て
も
庭
園
が
重
要
な
対
象
と
し
て
取
り
組
ま

れ
て
い
ま
す
。

文
化
財
庭
園
に
対
す
る
措
置

私
た
ち
が
文
化
財
庭
園
の
保
護
に
取
り
組
む
と

き
に
講
じ
る
代
表
的
な
措
置
と
し
て
は
、
「
調
査
」
、

「
計
画
」
、「
修
理
」
の
三
つ
が
あ
り
ま
す
。
「
修
理
」は
、

公
開
す
る
に
あ
た
っ
て
必
要
な
施
設
を
つ
く
る
こ
と

な
ど
も
含
ん
で
、
総
称
的
に
「
保
存
整
備
」
と
も
言

い
ま
す
。

「
調
査
」
に
は
、
全
国
に
、
あ
る
い
は
、
或
る
地

域
に
ど
の
よ
う
な
庭
園
又
は
庭
園
遺
構
が
あ
る
の
か

を
把
握
す
る
た
め
の
「
所
在
調
査
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ

の
庭
園
の
内
容
や
特
徴
を
把
握
し
、
さ
ら
に
は
保
存

整
備
の
方
針
や
方
法
な
ど
を
見
定
め
る
た
め
の
「
個

別
調
査
」
と
が
あ
り
ま
す
。

「
所
在
調
査
」
に
は
、
最
近
の
も
の
で
す
と
、
文

化
庁
が
都
道
府
県
教
育
委
員
会
を
通
じ
て
全
国
の
地

方
公
共
団
体
に
照
会
し
た
結
果
を
ま
と
め
た
『
近
代

の
庭
園
・
公
園
等
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
』
（
平

成
二
四
年
三
月
）
や
『
名
勝
に
関
す
る
総
合
調
査　

―
全
国
的
な
調
査
（
所
在
調
査
）
の
結
果
―　

報
告

書
』
（
平
成
二
五
年
四
月
）
な
ど
が
あ
り
、
全
体
の

状
況
を
一
定
程
度
示
し
て
お
り
ま
す
。
一
方
で
、
こ

れ
ら
は
調
査
協
力
を
求
め
た
照
会
に
よ
る
も
の
で
す

の
で
、
回
答
が
得
ら
れ
て
い
な
い
地
方
公
共
団
体
の

状
況
は
反
映
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
今
後
に
お
い

て
発
掘
調
査
等
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
る
も
の
な
ど
も

あ
る
の
で
、
日
本
に
お
い
て
い
ま
に
至
る
ま
で
遺
さ

れ
て
き
た
歴
史
的
庭
園
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
ま
だ

ま
だ
調
査
の
余
地
を
相
当
に
残
し
て
お
り
ま
す
か

ら
、
今
後
も
こ
れ
を
補
足
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。「

個
別
調
査
」
に
は
、
純
粋
に
学
術
的
な
興
味
に

基
づ
く
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
例
え
ば
、
法
令
に
基

づ
く
保
護
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
検
討
す
る
た
め

に
、
対
象
と
す
る
庭
園
の
具
体
的
な
内
容
や
特
徴
を

把
握
し
、
保
護
す
べ
き
価
値
を
明
ら
か
に
す
る
も
の

の
ほ
か
、
名
勝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
庭
園
な
ど
に
お

い
て
は
、
適
切
な
保
護
方
策
や
保
存
整
備
の
在
り
方

を
検
討
す
る
た
め
に
実
施
す
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

庭
園
の
個
別
調
査
の
要
は
現
況
の
実
測
図
作
成
に
あ

り
ま
し
て
、
こ
れ
に
記
録
類
に
関
す
る
調
査
成
果
な

ど
を
合
わ
せ
て
、
そ
の
庭
園
の
有
形
無
形
の
内
容
や

特
徴
と
そ
れ
ら
の
推
移
な
ど
を
理
解
す
る
こ
と
に
あ

り
ま
す
。
調
査
方
法
で
は
、
遺
跡
整
備
事
業
の
発
展

に
伴
っ
て
、
発
掘
調
査
も
定
着
し
て
来
ま
し
た
の
で
、

皆
さ
ん
の
庭
園
で
も
地
元
地
方
公
共
団
体
教
育
委
員
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会
の
埋
蔵
文
化
財
調
査
員
な
ど
の
協
力
が
不
可
欠
と

言
え
ま
す
。

文
化
財
庭
園
の
保
護
事
業
は
、こ
れ
ら
の
「
調
査
」

の
成
果
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
す
が
、
な
お
適
切
に

実
施
し
て
い
く
た
め
に
は
「
計
画
」
を
検
討
す
る
こ

と
が
重
要
で
す
。
文
化
財
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
「
計

画
」
に
は
、
大
き
く
二
つ
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

現
状
を
把
握
し
、
将
来
に
向
け
た
保
護
方
策
を
検
討

す
る
た
め
の
「
保
存
活
用
計
画
」
と
、
そ
う
し
た
検

討
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
課
題
を
事
業
的
に
解

決
す
る
た
め
の
具
体
的
な
内
容
や
方
法
、
そ
し
て
そ

の
実
施
の
手
順
や
期
間
の
見
通
し
な
ど
を
整
理
し
た

「
整
備
計
画
」
で
す
。
こ
れ
ら
の
ほ
か
、
「
植
栽
管
理

計
画
」
や
「
管
理
運
営
計
画
」
な
ど
の
具
体
的
な
計

画
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ら
は
広
い
意
味
で
「
整
備

計
画
」
に
含
ま
れ
る
べ
き
も
の
で
す
。

そ
し
て
、
実
際
に
庭
園
を
保
護
し
て
い
く
た
め

に
実
施
さ
れ
る
の
が
「
修
理
」
や
「
保
存
整
備
」
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
一
世
紀
に
及
ぶ
庭
園
の

保
護
事
業
に
お
い
て
、
今
日
で
は
、
こ
れ
ら
の
「
調

査
」
と
「
計
画
」
を
踏
ま
え
て
実
施
さ
れ
る
の
を
通

例
と
し
て
い
ま
す
。
「
修
理
」
や
「
保
存
整
備
」
に

は
、
小
規
模
で
個
別
的
な
も
の
も
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
が
、
基
本
的
に
は
、「
調
査
」
と
「
計
画
」
に
よ
っ

て
、
現
在
的
な
観
点
か
ら
の
庭
園
の
状
態
や
位
置
付

け
な
ど
を
十
分
に
理
解
し
た
上
で
実
施
す
る
こ
と
が

重
要
で
す
。

指
定
地
域
の
追
加

以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
、
こ
の
度

は
、
特
に
既
に
名
勝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
庭
園
に
お

け
る
指
定
地
域
の
追
加
の
具
体
的
な
事
例
を
通
じ

て
、
文
化
財
庭
園
保
護
の
考
え
方
に
つ
い
て
さ
ら
に

お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

特
に
今
回
は
こ
こ
名
古
屋
で
の
開
催
と
い
う
こ

と
で
、
先
ほ
ど
お
配
り
い
た
だ
い
た
今
年
の
会
報
に

目
を
通
し
て
お
り
ま
し
た
ら
、
名
勝
名
古
屋
城
二
之

丸
庭
園
の
追
加
指
定
に
つ
い
て
は
昨
年
に
も
ご
紹
介

し
て
お
り
ま
し
た
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
け
れ
ど

も
、
成
り
立
ち
や
風
致
景
観
の
構
成
を
含
む
土
地
の

全
容
と
い
う
と
こ
ろ
を
捉
え
て
、
文
化
財
庭
園
保
護

の
取
組
に
お
い
て
、
国
庫
補
助
事
業
を
も
っ
と
有
効

に
活
用
し
て
一
体
的
に
実
施
で
き
る
よ
う
に
す
る
と

い
う
こ
と
で
、
最
近
の
事
例
が
い
く
つ
か
ご
ざ
い
ま

す
の
で
、
そ
の
う
ち
か
ら
、
金
沢
の
成
巽
閣
庭
園
、

名
古
屋
城
二
之
丸
庭
園
、
そ
し
て
、
奥
能
登
の
上
時

国
氏
庭
園
と
時
国
氏
庭
園
に
つ
い
て
ご
紹
介
い
た
し

ま
す
。

［
成
巽
閣
庭
園
］
（
石
川
県
金
沢
市
）

成
巽
閣
庭
園
は
、
幕
末
に
作
庭
さ
れ
た
飛
鶴
庭
を

中
心
と
し
て
ご
く
限
ら
れ
た
範
囲
が
、
昭
和
四
年
四

月
二
日
に
指
定
さ
れ
た
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の

度
、
平
成
二
九
年
二
月
九
日
に
は
、
特
に
近
代
を
通

じ
て
昭
和
に
か
け
て
作
庭
さ
れ
た
範
囲
を
含
め
て
追

加
さ
れ
ま
し
た
。
ご
承
知
の
と
お
り
、
成
巽
閣
庭
園

は
、
ス
ラ
イ
ド
に
お
示
し
し
た
空
中
写
真
か
ら
判
別

す
る
の
は
難
し
い
ほ
ど
に
、
兼
六
園
と
一
体
的
な
地

域
に
あ
る
庭
園
で
す
。
こ
の
図
の
青
い
線
で
囲
っ
た

部
分
が
昭
和
四
年
に
指
定
さ
れ
た
範
囲
で
す
。
す
な

わ
ち
、
成
巽
閣
の
一
部
（
清
香
軒
）
と
、
そ
の
前
に

広
が
る
部
分
（
飛
鶴
庭
）
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、

近
代
に
な
っ
て
、
「
つ
く
し
の
縁
庭
園
」
と
「
万
年

青
の
縁
庭
園
」
、
「
前
庭
」
を
整
え
ま
し
た
。
昭
和
四

年
の
名
勝
指
定
は
、
幕
末
ま
で
に
整
え
ら
れ
た
飛
鶴

庭
を
含
む
庭
園
の
一
部
と
内
露
地
を
備
え
た
清
香
軒

の
部
分
だ
け
が
指
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
。ち
な
み
に
、

清
香
軒
の
内
露
地
で
す
が
、
雪
が
相
当
降
り
ま
す
の

で
、
冬
に
な
る
と
そ
こ
に
板
戸
を
立
て
て
、
こ
の
内

露
地
と
茶
室
を
含
め
た
空
間
を
屋
内
と
し
て
茶
事
を

行
う
と
い
う
独
特
の
構
成
で
、
そ
こ
に
兼
六
園
か
ら

の
分
水
し
た
流
れ
を
潜
ら
せ
て
い
た
わ
け
で
す
。
一

方
、
そ
の
手
前
で
の
別
に
分
水
し
て
い
た
流
れ
を
審

美
的
に
造
形
し
直
し
て
「
つ
く
し
の
縁
庭
園
」
と
「
万

年
青
の
縁
庭
園
」
の
二
つ
の
中
庭
を
整
え
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
つ
く
し
の
間
」
と
「
万
年
青

の
間
」
の
縁
先
に
整
え
ら
れ
た
庭
園
と
い
う
こ
と
で
、

今
日
、
そ
う
呼
ん
で
い
る
も
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
表

玄
関
に
は
車
回
し
を
備
え
た
「
前
庭
」
が
大
正
か
ら
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昭
和
に
か
け
て
整
え
ら
れ
ま
し
た
。
兼
六
園
は
石
川

県
が
、
そ
し
て
、
こ
の
成
巽
閣
庭
園
は
公
益
財
団
法

人
成
巽
閣
が
所
管
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
う
し
た
具

体
的
な
経
過
や
追
加
す
べ
き
内
容
に
関
す
る
調
査
に

つ
い
て
は
、
金
沢
市
が
、
公
益
財
団
法
人
成
巽
閣
の

ご
理
解
と
ご
協
力
を
得
て
、
こ
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
丸
山
先
生
等
の
ご
指
導
も
受
け
な
が
ら
実
施
さ

れ
ま
し
た
。

今
回
、
そ
う
し
た
調
査
成
果
に
お
い
て
、
当
初
の

作
庭
以
降
、
五
期
の
変
遷
を
確
認
し
、
現
在
の
空
間

構
成
の
一
体
性
を
踏
ま
え
、
特
に
近
代
の
仕
事
も
新

た
に
評
価
し
て
、
名
勝
庭
園
の
価
値
付
け
に
含
め
た

わ
け
で
す
。

［
名
古
屋
城
二
之
丸
庭
園
］
（
愛
知
県
名
古
屋
市
）

名
古
屋
城
二
之
丸
庭
園
に
つ
い
て
は
、
先
ほ
ど

か
ら
の
ご
紹
介
に
あ
り
ま
す
と
お
り
、
昭
和
二
八
年

三
月
三
一
日
に
名
勝
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
と
こ

ろ
、
平
成
三
〇
年
二
月
一
三
日
に
指
定
地
域
が
追
加

さ
れ
、
二
之
丸
御
殿
が
あ
っ
た
区
域
を
一
部
含
ん
で
、

そ
の
い
わ
ゆ
る
二
之
丸
の
庭
園
と
言
わ
れ
る
区
域
の

全
域
を
含
む
形
で
二
之
丸
の
北
側
一
部
が
名
勝
の
指

定
範
囲
と
な
り
ま
し
た
。

ス
ラ
イ
ド
で
は
、
皆
さ
ん
明
日
行
か
れ
る
予
定
の

名
古
屋
城
の
位
置
と
特
別
史
跡
名
古
屋
城
跡
の
指
定

範
囲
を
お
示
し
し
て
い
ま
す
。
こ
の
二
之
丸
の
北
側

一
部
が
、
い
ま
名
勝
の
指
定
範
囲
と
な
っ
て
い
る
わ

け
で
す
。
こ
こ
は
陸
軍
の
駐
屯
地
に
も
な
っ
て
い
ま

し
た
し
、
名
古
屋
城
の
内
側
の
部
分
は
離
宮
と
し
て

使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
名
古
屋
城
の
正
門
の
方
に
は

旧
名
古
屋
離
宮
跡
と
い
う
大
き
な
石
柱
の
標
識
が
あ

り
ま
す
け
れ
ど
も
、
二
之
丸
の
辺
り
は
陸
軍
兵
舎
な

ど
が
あ
っ
て
、
戦
後
に
な
る
と
名
古
屋
大
学
の
敷
地

と
し
て
も
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
地
上
に
豪
壮
な
石

組
み
な
ど
庭
園
が
残
っ
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
、
大

蔵
省
か
ら
文
部
省
が
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
り
、
昭
和

二
八
年
に
そ
の
部
分
を
名
勝
に
指
定
し
た
か
た
ち
で

す
。こ

の
二
之
丸
庭
園
に
つ
い
て
は
、
文
政
年
間
に

描
か
れ
た
『
御
城
御
庭
絵
図
』
と
い
う
も
の
が
あ
り

ま
し
て
、
こ
れ
は
縦
横
五
ｍ
ほ
ど
も
あ
る
非
常
に
大

き
な
絵
図
で
し
て
、
か
つ
て
の
様
子
が
仔
細
に
描
か

れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
辺
り
の
こ
と
に
つ
き
ま
し
て

は
、
丸
山
先
生
の
ご
講
演
の
中
で
も
詳
し
く
お
話
い

た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
も
と
も
と
そ
の

頃
に
は
広
大
な
庭
園
の
風
致
景
観
が
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
発
掘
調
査
の
成

果
と
も
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
資
料
の
調
査
を
進

め
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
。
ス
ラ
イ
ド
で
、
昭
和
二
八

年
の
指
定
が
こ
う
い
う
範
囲
で
し
た
け
れ
ど
も
、
二

之
丸
庭
園
の
全
体
は
こ
う
い
う
範
囲
で
あ
っ
た
わ
け

で
す
の
で
、
平
成
三
〇
年
の
追
加
指
定
は
そ
の
範
囲

を
網
羅
す
る
か
た
ち
に
な
っ
て
い
ま
す
。
昭
和
二
八

年
の
指
定
範
囲
に
は
一
部
近
代
に
な
っ
て
新
た
に
造

作
し
た
部
分
が
あ
り
、
ま
た
、
追
加
指
定
し
た
範
囲

に
は
近
代
の
兵
舎
跡
の
遺
構
な
ど
が
地
下
に
あ
り
ま

す
が
、
平
成
二
五
年
三
月
に
策
定
さ
れ
た
『
名
勝
二

之
丸
庭
園
保
存
管
理
計
画
書
』
で
は
、
そ
う
し
た
近

代
の
造
作
も
評
価
し
て
保
護
し
て
い
く
方
針
が
示
さ

れ
て
い
ま
し
て
、
ま
た
、
別
の
と
こ
ろ
に
移
築
さ
れ

て
残
っ
て
い
る
余
芳
な
ど
の
茶
室
の
移
築
再
建
も
含

め
て
、
現
在
、
名
古
屋
市
で
は
整
備
計
画
を
検
討
し

な
が
ら
、
修
理
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
発

掘
調
査
で
は
、
こ
の
ス
ラ
イ
ド
で
お
示
し
し
た
よ
う

に
、
絵
図
と
照
合
で
き
る
飛
石
や
露
地
の
遺
構
が
良

好
に
保
存
さ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ

れ
て
い
ま
す
。

こ
の
度
の
追
加
指
定
は
、
名
古
屋
市
が
二
之
丸
庭

園
の
全
体
像
を
回
復
し
て
い
こ
う
と
い
う
取
組
を
進

め
て
お
ら
れ
る
の
を
踏
ま
え
、
そ
う
し
た
保
存
整
備

事
業
に
つ
い
て
一
体
的
に
実
施
し
て
い
く
状
況
を
整

え
た
も
の
に
な
り
ま
す
。

［
上
時
国
氏
庭
園
、
時
国
氏
庭
園
］
（
石
川
県
輪
島
市
）

そ
れ
か
ら
、
奥
能
登
の
輪
島
市
に
あ
り
ま
す
上
時

国
氏
庭
園
と
時
国
氏
庭
園
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
は
町

野
川
が
つ
く
っ
た
河
岸
段
丘
上
に
あ
る
庭
園
で
、
平

成
一
三
年
一
月
二
九
日
に
指
定
さ
れ
た
も
の
で
す
け

れ
ど
も
、
そ
の
時
に
指
定
さ
れ
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る

屋
敷
地
内
に
あ
る
池
な
ど
の
造
園
的
造
作
が
目
立
っ
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た
範
囲
に
着
目
さ
れ
た
も
の
で
し
た
け
れ
ど
も
、
所

有
者
さ
ん
の
ご
意
向
も
あ
っ
て
、
改
め
て
保
護
す
べ

き
範
囲
に
つ
い
て
輪
島
市
が
調
査
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
名
勝
庭
園
と
し
て
保
護
す
べ
き
十
分
な
範

囲
を
確
保
で
き
て
な
い
と
考
え
ら
れ
る
部
分
を
特
定

し
ま
し
て
、
平
成
三
一
年
二
月
二
六
日
に
追
加
さ
れ

た
と
こ
ろ
で
す
。

時
国
氏
庭
園
に
つ
い
て
は
、
最
初
、
屋
敷
の
主
屋

と
な
る
建
物
と
こ
れ
に
面
す
る
池
な
ど
の
部
分
を
指

定
し
て
い
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
屋
敷
全
体
の
構

成
と
し
て
は
段
丘
上
に
上
が
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
傾

斜
路
が
取
り
つ
い
て
い
て
、
屋
敷
前
面
に
は
田
ん
ぼ

が
あ
っ
た
り
、
敷
地
続
き
に
は
た
め
池
が
あ
っ
た
り

と
い
う
、
庭
園
の
成
り
立
ち
に
関
わ
る
風
致
景
観
を

な
す
部
分
が
あ
る
わ
け
で
、
そ
う
い
う
部
分
を
含
ん

で
指
定
地
域
を
追
加
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
わ

け
で
す
。

下
時
国
氏
庭
園
に
つ
い
て
も
、
背
景
に
な
る
森
林

の
部
分
、
そ
れ
か
ら
森
林
の
中
に
造
営
さ
れ
た
墓
所

が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
も
取
り
込
み

つ
つ
、
そ
れ
か
ら
池
の
水
が
こ
ち
ら
か
ら
こ
の
中
に

取
り
込
ま
れ
て
水
路
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ

の
部
分
も
含
む
か
た
ち
に
な
っ
て
い
ま
す
。

時
国
氏
庭
園
と
下
時
国
氏
庭
園
は
新
し
い
指
定

で
す
が
、
昭
和
初
期
な
ど
、
特
に
古
い
指
定
の
も
の

に
は
、
庭
園
に
面
す
る
建
物
の
範
囲
す
ら
も
含
ま
れ

ず
に
、
い
わ
ゆ
る
造
園
的
造
作
の
部
分
を
中
心
に
指

定
し
て
い
て
、
今
日
的
観
点
か
ら
は
保
護
範
囲
が
十

分
と
は
言
え
な
い
事
例
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
う
い

う
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
庭
園
と
し
て
一
体

を
な
す
範
囲
を
調
査
、
検
討
し
て
い
た
だ
き
、
保
護

の
万
全
を
図
っ
て
い
く
べ
き
も
の
と
考
え
て
お
り
ま

す
の
で
、
機
会
あ
る
ご
と
に
ご
相
談
を
投
げ
か
け
て

進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

広
い
視
野
か
ら
の
文
化
財
庭
園
保
護

さ
ら
に
、
広
い
視
野
か
ら
の
文
化
財
庭
園
保
護
と

い
う
こ
と
を
さ
ら
に
お
考
え
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
け
れ
ど
も
、
亀
山
会
長
か
ら
の
お
話
の
中
に
も

あ
り
ま
す
よ
う
に
、
文
化
財
庭
園
は
、
地
域
の
風
致

景
観
の
基
調
を
成
す
文
化
資
源
と
し
て
も
と
て
も
重

要
で
す
。

昨
年
に
一
部
改
正
さ
れ
た
文
化
財
保
護
法
が
こ

の
春
か
ら
施
行
さ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の

度
は
、
法
律
の
中
に
、
個
別
の
「
保
存
活
用
計
画
」
、

そ
れ
か
ら
地
域
の
総
合
計
画
と
し
て
の
「
文
化
財
保

存
活
用
計
画
」
と
い
う
も
の
が
規
定
さ
れ
ま
し
た
。

地
方
公
共
団
体
で
は
、
こ
れ
か
ら
こ
れ
ら
の
法
定
計

画
に
取
り
組
ま
れ
て
い
く
の
で
、
そ
う
し
た
地
域
的

な
観
点
で
の
文
化
財
の
取
組
に
も
積
極
的
に
関
心
を

持
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
他
に
も
、

こ
の
春
か
ら
国
土
交
通
省
の
公
園
緑
地
景
観
課
の
中

に
日
本
庭
園
係
が
で
き
た
そ
う
で
、
こ
れ
は
公
園
の

み
な
ら
ず
庭
園
の
関
係
で
海
外
と
の
交
流
も
含
め
て

取
り
組
ん
で
い
く
と
い
う
風
に
伺
っ
て
い
ま
す
け
れ

ど
も
、
そ
の
中
で
「
ガ
ー
デ
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
登
録

制
度
と
い
う
事
業
も
こ
の
春
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
う

こ
と
で
す
。
事
業
の
行
政
上
の
名
前
と
し
て
は
「
庭

園
間
交
流
連
携
促
進
計
画
登
録
制
度
」
と
い
う
こ
と

で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
相
互
に
関
連
す
る
庭
園
の

グ
ル
ー
プ
を
世
の
中
に
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
登
録

制
度
を
設
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
の
で
、
こ
の

よ
う
な
こ
と
に
つ
い
て
も
情
報
を
得
て
、
文
庭
協
の

会
員
間
の
中
で
も
そ
う
い
う
こ
と
に
も
取
り
組
む
こ

と
で
、
活
発
な
活
動
に
も
繋
が
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

先
ほ
ど
の
追
加
指
定
の
話
で
す
と
か
、
関
係
す

る
国
庫
補
助
事
業
と
し
て
は
「
調
査
」
に
つ
い
て
は

「
名
勝
地
調
査
費
」
、
ま
た
、
特
に
「
保
存
活
用
計
画
」

に
つ
い
て
は
「
史
跡
等
保
存
活
用
計
画
等
策
定
費
」
、

そ
し
て
、
「
整
備
計
画
」
や
「
修
理
」
を
含
む
「
保

存
整
備
」
に
つ
い
て
も
国
庫
補
助
事
業
を
私
共
の
所

で
所
管
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
地
元
の
地
方
公
共
団

体
の
文
化
財
所
管
部
局
を
通
じ
て
積
極
的
に
ご
相
談

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

先
ほ
ど
お
話
し
い
た
し
ま
し
た
追
加
指
定
の
際

に
は
、
例
え
ば
図
面
を
作
っ
た
り
と
か
、
専
門
家
と

協
議
す
る
た
め
の
委
員
会
を
開
催
し
た
り
す
る
経
費

- 17 -

会　報　第　５６　号



に
つ
い
て
は
、
「
名
勝
地
調
査
費
」
と
し
て
補
助
事

業
を
ご
用
意
し
て
お
り
ま
す
。
た
だ
こ
の
「
名
勝
地

調
査
費
」
に
つ
い
て
は
、
補
助
事
業
者
が
地
方
公
共

団
体
と
規
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
い
ず
れ
に
し

て
も
、
ま
ず
地
元
の
地
方
公
共
団
体
と
よ
く
ご
相
談

を
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
「
史
跡
保
存
活
用
計
画
等
策
定
費
」

や
保
存
整
備
等
に
係
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
地
方
公

共
団
体
の
み
な
ら
ず
、
所
有
者
も
補
助
事
業
者
に
な

り
ま
す
の
で
、
個
人
や
法
人
等
で
所
有
さ
れ
て
い
る

庭
園
に
つ
い
て
も
所
有
者
と
し
て
、
よ
ろ
し
く
ご
活

用
く
だ
さ
い
。
一
方
、
こ
う
し
た
国
庫
補
助
事
業
の

予
算
規
模
等
は
い
ま
だ
十
分
と
は
言
え
な
い
状
況

で
、
そ
の
確
保
・
拡
充
等
に
つ
き
ま
し
て
は
、
史
跡

整
備
市
町
村
協
議
会
が
毎
年
活
発
な
要
望
活
動
を
実

施
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
こ
の
文
化
財
指
定
庭
園

保
護
協
議
会
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、
先
ほ
ど
の
要
望

書
に
示
さ
れ
ま
し
た
と
お
り
、
特
に
文
化
財
庭
園
保

護
に
必
要
な
具
体
的
な
措
置
内
容
に
つ
き
、
引
き
続

き
活
動
を
普
及
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

最
近
の
動
向
な
ど

最
後
に
今
年
の
参
考
情
報
で
す
け
れ
ど
も
、
昨
年

度
に
指
定
・
登
録
さ
れ
た
庭
園
、
そ
れ
か
ら
、
文
化

財
庭
園
保
存
技
術
者
協
議
会
、
「
記
念
物
一
〇
〇
年

事
業
」
に
つ
い
て
少
し
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。昨

年
は
文
化
庁
の
組
織
改
編
な
ど
も
あ
り
ま
し

て
、
指
定
、
登
録
の
関
係
に
つ
い
て
は
些
か
手
続
き

が
進
ま
な
か
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど

も
、
庭
園
の
名
勝
と
し
て
は
、
兵
庫
県
洲
本
市
の
旧

益
習
館
庭
園
が
平
成
三
〇
年
一
〇
月
一
五
日
に
指
定

さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
庭
園
の
登
録
記
念
物
と
し

て
は
、
平
成
三
〇
年
一
〇
月
一
五
日
に
島
根
県
仁
多

郡
奥
出
雲
町
の
絲
原
氏
庭
園
、
そ
れ
か
ら
、
平
成
三

一
年
二
月
二
六
日
に
青
森
県
弘
前
市
の
丹
藤
氏
庭
園

と
長
野
県
木
曽
郡
の
興
禅
寺
庭
園
が
登
録
さ
れ
ま
し

た
。旧

益
習
館
庭
園
は
、
徳
島
藩
の
筆
頭
家
老
稲
田
氏

の
別
荘
に
作
ら
れ
た
も
の
で
す
。
も
と
も
と
こ
こ
は

洲
本
城
の
関
係
で
石
垣
を
構
築
し
た
り
す
る
石
切
り

場
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
う
い
う
石
を
産
出
す
る

と
こ
ろ
を
う
ま
く
利
用
し
て
、
そ
こ
に
露
頭
し
た
巨

石
を
中
心
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
修
景
を
加
え
て
庭

園
と
し
て
構
成
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

絲
原
氏
庭
園
は
、
鉄
師
頭
取
を
務
め
た
絲
原
家

の
住
宅
に
営
ま
れ
た
も
の
で
、
結
構
山
深
い
と
こ
ろ

に
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
大
正
末
期
の
主
屋
新
築
の

際
に
造
営
さ
れ
た
庭
園
が
保
存
さ
れ
て
い
る
も
の
で

す
。丹

藤
氏
庭
園
は
、
大
石
武
学
流
に
関
係
す
る
庭
園

で
、
特
に
「
庭
造
三
神
石
紀
念
」
と
い
う
石
碑
に
、

明
治
一
五
年
に
造
営
し
、
昭
和
八
年
に
池
田
亭
月
に

よ
っ
て
手
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
が
刻
ま
れ
て
い
ま

す
。
こ
こ
は
現
在
、
丹
藤
さ
ん
と
言
う
方
が
お
持
ち

で
す
け
れ
ど
も
、
も
と
も
と
三
上
家
が
作
っ
た
と
い

う
意
味
で
旧
三
上
氏
庭
園
と
い
う
こ
と
も
併
記
し
た

登
録
名
称
と
な
っ
て
い
ま
す
。
丹
藤
さ
ん
と
し
て
は

来
訪
者
に
食
事
を
提
供
さ
れ
る
な
ど
、
そ
う
い
う
取

組
を
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
特
に
積
極
的
な
活
用
を

通
じ
て
将
来
に
伝
え
よ
う
と
す
る
登
録
制
度
の
趣
旨

と
よ
く
合
致
し
た
も
の
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

興
禅
寺
庭
園
は
、
特
に
中
心
と
な
る
地
割
り
を

「
看
雲
庭
」
と
別
称
す
る
も
の
で
す
が
、
こ
れ
は
重

森
三
玲
に
よ
っ
て
昭
和
三
八
年
に
造
ら
れ
た
庭
園
で

す
。
例
え
ば
、
龍
安
寺
方
丈
庭
園
で
は
、
白
砂
敷
に

配
石
し
て
、
海
の
中
に
島
が
浮
か
ん
だ
様
子
を
優
れ

て
表
現
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
「
看
雲
庭
」

で
は
、
雲
海
の
中
に
そ
の
山
々
が
浮
か
ん
で
い
る
よ

う
な
、
そ
う
い
う
風
景
を
造
形
し
た
も
の
で
す
。
技

術
的
に
は
、
そ
の
雲
海
の
雲
型
の
模
様
を
モ
ル
タ
ル

と
セ
メ
ン
ト
で
象
っ
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
庭
園

で
す
。

そ
れ
か
ら
、
文
化
財
庭
園
保
存
技
術
者
協
議
会
の

関
係
で
す
が
、
「
文
化
財
庭
園
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
に
つ

い
て
、
最
近
は
文
庭
協
と
近
い
日
程
で
開
催
す
る
こ

と
が
最
近
多
か
っ
た
わ
け
で
す
が
、
先
程
、
加
藤
末

男
代
表
か
ら
ご
紹
介
の
あ
り
ま
し
た
と
お
り
、
今
年
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は
来
月
六
月
の
一
五
、
一
六
日
に
茨
城
県
の
常
陸
大

宮
市
に
お
き
ま
し
て
、
「
地
域
と
の
調
和
が
育
む
文

化
財
庭
園
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
開
催
さ
れ
ま
す
。
今

回
開
催
の
岡
山
家
住
宅
が
登
録
有
形
文
化
財
で
し

て
、
そ
の
庭
園
は
「
養
浩
園
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
総
会
の
関
係
が
今
年
は
し
ば
ら
く
ぶ
り
に

京
都
府
京
都
市
に
戻
っ
て
参
り
ま
し
て
、
鹿
苑
寺
さ

ん
の
方
で
開
催
さ
れ
る
件
も
あ
り
ま
す
し
、
そ
れ
か

ら
実
技
技
能
研
修
が
石
川
県
小
松
市
の
「
法
師
」
と

い
う
旅
館
の
庭
園
で
実
施
さ
れ
ま
す
。

最
後
に
、
「
記
念
物
一
〇
〇
年
事
業
」
で
す
け
れ

ど
も
、
文
化
庁
で
は
組
織
改
編
前
の
記
念
物
課
で
企

画
し
て
、
い
ま
文
化
財
第
二
課
で
所
管
し
て
い
ま
す

け
れ
ど
も
、
こ
の
一
〇
〇
年
の
機
会
を
と
ら
え
て
三

年
間
に
わ
た
っ
て
記
念
事
業
を
展
開
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
て
、
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
保
護
制
度
、

あ
る
い
は
指
定
保
護
さ
れ
て
い
る
数
々
の
物
件
、
も

し
く
は
そ
の
意
義
や
将
来
に
向
か
っ
た
取
組
な
ど
を

普
及
し
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
明
後
日
、
六

月
一
日
か
ら
、
江
戸
東
京
博
物
館
で
「
発
掘
さ
れ
た

日
本
列
島
」
展
が
始
ま
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
に
合
わ
せ
て
、
先
ほ
ど
も
ご
挨
拶
の

中
で
申
し
上
げ
ま
し
た
キ
ッ
ク
オ
フ
イ
ベ
ン
ト
を
開

催
い
た
し
ま
す
。
配
付
資
料
に
記
載
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
よ
う
に
、
江
戸
東
京
博
物
館
の
五
階
、
常
設
展

示
室
の
中
村
座
の
前
で
、
宮
田
亮
平
文
化
庁
長
官

と
、
文
化
審
議
会
長
の
佐
藤
信
先
生
、
そ
れ
か
ら
長

野
県
な
ど
で
遺
跡
の
関
係
で
活
動
さ
れ
て
い
ま
す
シ

ン
ガ
ー
・
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
葦
木
ヒ
ロ
カ
さ
ん
の
鼎

談
な
ど
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
し

て
、
ま
た
、「
発
掘
さ
れ
た
日
本
列
島
」
展
の
中
で
も
、

記
念
物
一
〇
〇
年
に
関
係
す
る
企
画
展
示
を
実
施
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

最
近
の
動
向
も
含
め
て
、
今
回
、
特
に
追
加
指
定

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
保
護
す
べ
き
地
域
の
拡
大
と

い
う
こ
と
に
も
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
の
で
、
こ
の

文
庭
協
の
総
会
の
中
で
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
つ
い

て
も
積
極
的
に
ご
相
談
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す

し
、
先
ほ
ど
ご
紹
介
い
た
し
ま
し
た
名
勝
調
査
事
業

で
、
現
在
は
滋
賀
県
の
名
勝
多
賀
神
社
奥
書
院
庭
園

と
名
勝
西
明
寺
本
坊
庭
園
に
つ
い
て
追
加
指
定
の
た

め
の
調
査
を
進
め
て
い
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
と
こ

ろ
も
併
せ
て
ご
相
談
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
の

で
、
改
め
ま
し
て
ご
遠
慮
な
き
よ
う
、
ど
う
ぞ
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

私
の
方
か
ら
は
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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文化財庭園保護
の考え方

文化庁文化財第二課 名勝部門 平澤 毅

令和元年5月30日（木） 文化財指定庭園保護協議会・第57回総会
名古屋クレストンホテル ９階 （愛知県名古屋市）

文化財庭園保護の考え方

日本における歴史庭園保護の沿革

文化財庭園の範囲

名勝（名勝地）の指定・登録状況

文化財庭園に対する措置

指定地域の追加

広い視野からの文化財庭園保護
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常磐公園

兼六園

岡山後楽園

栗林公園 大沢池附名古曽滝跡

大正11年3月8日 第１回名勝指定の庭園

平等院庭園

日本における歴史的庭園保護の沿革

＊太政官布達第１６号 （明治 ６年、１８７３）

＊史蹟名勝天然紀念物保存法

（大正 ８年、１９１９） ※名勝指定制度

＊文化財保護法 （昭和２５年、１９５０）

＊文化財指定庭園保護協議会設立

（昭和３５年、１９６０）

＊文化財庭園保存技術者協議会設立

（平成１４年、２００２）

登録記念物制度 （平成１６年、２００４）
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名勝（名勝地）の指定・登録状況

指定 ４１５件

人文的名勝 ２３７件

公園 ９件、庭園 ２２６件、橋梁 ２件

遺跡庭園・発掘庭園 ２９件、近代庭園 ４０件

自然的名勝 １７８件

登録 ９３件

庭園 ６８件、公園 １４件、景勝地 １１件

文化財庭園の範囲

現存庭園

遺跡庭園・発掘庭園

近代庭園

成り立ちや風致景観の構成を含む土地の全容

関連する遺産

無形の要素（手入れ、観賞など）

→所有者・技術者・来訪者
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指定地域の追加

成り立ちや風致景観の構成を含む土地の全容

近年の事例

名勝成巽閣庭園 ［石川県金沢市］

名勝名古屋城二之丸庭園 ［愛知県名古屋市］

名勝上時国氏庭園 ［石川県輪島市］

名勝時国氏庭園 ［石川県輪島市］

文化財庭園に対する措置

調査（個別調査・所在調査）

保存活用計画（保存管理計画）

保存修理・整備
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成巽閣庭園【石川県金沢市】

指定範囲 幕末・明治維新期に作庭された既指定の飛鶴庭の区域に、

近代を通じて作庭された万年青の縁及びつくしの縁の中庭

並びに玄関の前庭を含む区域を追加指定する。

前庭 中庭（つくしの縁庭園）

飛鶴庭（既指定地）

中庭（万年青の縁庭園）

指定範囲

昭和 ４年 ４月 ２日名勝指定
平成２９年 ２月 ９日追加指定



- 25 -

会　報　第　５６　号



- 26 -

会　報　第　５６　号

つくしの縁庭園 万年青の縁庭園

既指定地（清香軒と飛鶴庭）
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① ②

③

③

①②

前庭

玄関 三華亭
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③

①

③
①

②

②

①

①

②

②③

③
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第Ⅱ期

第Ⅳ期

第Ⅲ期

第Ⅴ期

報告書p29

第Ⅰ期（報告書p31）
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名古屋城二之丸庭園
【愛知県名古屋市】

南池（追加指定）

北御庭 栄螺山（既指定地）②

昭和２８年（１９５３）に豪宕多彩な景趣を

維持していた一部の範囲が名勝指定され

たが、近年の発掘調査等の成果により、文

政期の『御城御庭絵図』等とよく照合する

庭園遺構が良好に遺存していることが明ら

かとなったため、追加指定して庭園全体の

区域を保護するもの。

追加指定範囲

前庭 枯池（既指定地）

北御庭 池及び石組（既指定地）

石垣 南西から（追加指定地）

奥御文庫礎石（追加指定地）

昭和２８年 ３月 １日名勝指定
平成３０年 ２月１３日追加指定
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御城御庭絵図
文政年間

（名古屋市蓬左文庫）
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赤坂山 北園池

前庭枯池 前庭石組

既指定地

栄螺山 笹巻山

権現山 二子山

既指定地



- 33 -

会　報　第　５６　号

平成３１年２月２６日追加指定

名勝上時国氏庭園 ［石川県輪島市］

名勝時国氏庭園 ［石川県輪島市］

名勝時国氏庭園

名勝上時国氏庭園
町野川

石垣（西側） 多春園跡

霜傑 南池

追加指定地



- 34 -

会　報　第　５６　号

平成１３年１月２９日名勝指定／平成３１年２月２６日追加指定

上時国氏庭園【石川県輪島市】

かみ とき くに し てい えん

苔と樹林に覆われた幽邃な雰囲気に特徴がある。既指定地に

背景を成す山林のほか，旧耕作地やため池などを追加するもの。

追加指定範囲

既指定地（書院南側）

追加指定地（屋敷地正面）

ため池

能登半島の町野川右岸

に位置する江戸時代後期

に造営された豪農の庭園

で，池の護岸や築山の豪

快な石組みや，背後の山

腹から書院前庭に至るまで
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時国氏庭園【石川県輪島市】

遠近感や高低感などに特徴がある。既指定地に背景を成

す山林のほか，導水路や墓所などを追加するもの。

追加指定範囲
追加指定地（背景となる植林地）

追加指定地（墓地）

能登半島の町野川右岸に

位置する江戸時代初期に造

営された豪農の庭園で，背

後の山腹に展開する欝蒼と

した樹林と明るい園池が対

比を成し，入江と滝石組の

庭園（主屋南側）

うっそう

平成１３年１月２９日名勝指定
平成３１年２月２６日追加指定

追加指定地、屋敷地正面（西側から）既指定地、書院南側園池（南西から）

追加指定地、屋敷地正面の旧耕作地（南側から） 追加指定地、ため池（南東側から）
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追加指定地、背景となる植林地（西側から）既指定地、書院北側園池（西から）

追加指定地、墓地 追加指定地、水路
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関係する国庫補助事業

＊名勝地調査費

追加指定等に必要な実測図作成を含む調査費
専門家等を含む検討のための委員会開催費等
補助事業者：地方公共団体

＊史跡等保存活用計画等策定費

保存活用計画策定に必要な調査費等
補助事業者：地方公共団体・所有者等

＊歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業費

保存整備及び必要な整備計画・設計等を含む
補助事業者：所有者・管理団体等

広い視野からの文化財庭園保護

＊文化財庭園は地域の風致景観の基調を成す
重要な文化資源

［文化財保護行政］
個別の保存活用計画

文化財保存活用地域計画

［参考］
庭園間交流連携促進計画登録制度

（通称「ガーデンツーリズム登録制度」）
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平成30年度 春・秋の指定・登録庭園

指定

平成31年2月26日指定

旧益習館庭園 ［兵庫県洲本市］

登録

平成30年10月15日登録

絲原氏庭園 ［島根県仁多郡奥出雲町］

平成31年2月26日登録

丹藤氏庭園（旧三上氏庭園） ［青森県弘前市］

興禅寺庭園（看雲庭） ［長野県木曽郡木曽町］

参考情報

•平成30年度の指定・登録庭園

•文化財庭園保存技術者協議会
（庭技協）

•「記念物100年」事業
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絲原氏庭園
【島根県仁多郡奥出雲町】

いと はら し ていえん

【登録記念物の新登録（名勝地関係） 平成３０年１０月１６日登録 】

主庭から見た主屋

江戸時代に松江藩の鉄師頭取を務めた絲原氏の住宅
に造られた庭園。大正末期の主屋新築の際に庭園も整備
されたと考えられ、その主要な部分が現在まで残る。主屋
の南東部に面し、山の斜面を取り込みつつ、滝、池泉、茶
室等を設けている。主庭

主庭

登録範囲

【名勝の新指定 平成３０年１０月１５日指定】

旧益習館庭園【兵庫県洲本市】

きゅうえきしゅうかん ていえん

江戸前期の徳島藩筆頭家老稲田氏の別荘庭園を始まりとする池泉庭園。

洲本城城下町武家居住区の石切場跡に造られ，幕末に稲田氏の私塾益

習館が移設された。曲田山を背に，石材切り出し時の矢穴の残る巨岩が園

池に面して並び，特徴的な景観を形成している。

正面
遠景

江戸期の絵図庭園山側の矢穴

指定範囲

まがたやま
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【登録記念物の新登録（名勝地関係） 平成３１年２月２６日登録】

興禅寺庭園（看雲庭）
こう ぜん じ てい えん かん うん てい

関山を借景とする枯山水庭園で，山間部に所在する禅宗寺院に作庭

家重森三玲によって昭和３８年（１９６３）に造られた。白砂に１５の石を

配し，雲海と山岳を表現する。施工に際しては，重森本人も鏝を持って

作業に当たった。

【長野県木曽郡木曽町】

登録範囲

看雲庭全景

鐘楼周辺の石組

雲紋を作成する重森三玲

テラス

延段

せきやま

しげもりみれい

こて

【登録記念物の新登録（名勝地関係） 平成３１年２月２６日登録】

丹藤氏庭園（旧三上氏庭園）
たん どう し ていえん きゅう み かみ し ていえん

より手が加えられた庭園で，明治初期から昭和にかけての大石

武学流宗家の作庭手法の系譜を知る上で意義深い事例である。

登録範囲

「庭造三神石紀念」の石碑

【青森県弘前市】

構成要素位置図

主屋より岩木山を望む

主屋座敷からの眺め

葛原の素封家で代々「源造」

を名乗った三上氏により明治

１５年（１８８２）に造営され，昭

和８年（１９３３）に池田亭月に
おおいし

ぶがくりゅう

くずはら げんぞう

いけだていげつ



- 41 -

会　報　第　５６　号

「記念物100年」事業

記念物制度100年を迎えたこの機会を捉え、
広く国民に「記念物」について改めて周知し、
その保護の重要性について理解してもらう
ため、３年（2019～2021年度）にわたって
「記念物100年」事業を実施予定。
キックオフイベント
令和元年6月1日（土）10:30～11:30
江戸東京博物館 ５階常設展示室中村座前

『発掘された日本列島展2019』特集展示
※その他、フォトコンテスト、シンポジウムなどを企画中

文化財庭園保存技術者協議会

文化財庭園フォーラム（第１６回）
「地域との調和が育む文化財庭園」
茨城県常陸大宮市 6月（8～）15・16日

平成31年度総会 京都府京都市 7月20日

実技技能研修（第１回） 石川県小松市



令和 元年５月３０日（木）文化財指定庭園保護協議会 
於：名古屋クレストンホテル ９階（愛知県名古屋市） 

文化財庭園保護の考え方 

文化庁文化財第二課 
名勝部門 平澤 毅 

■日本における歴史的庭園保護の沿革 

＊太政官布達第１６号  （明治 ６年、１８７３） 

＊史蹟名勝天然紀念物保存法 （大正 ８年、１９１９）※名勝指定制度 
＊文化財保護法   （昭和２５年、１９５０） 
＊文化財指定庭園保護協議会設立 （昭和３５年、１９６０） 
＊文化財庭園保存技術者協議会設立 （平成１４年、２００２） 

■文化財庭園の範囲 

□現存庭園・遺跡庭園・発掘庭園 ／ 近代庭園 

□成り立ちや風致景観の構成を含む土地の全容 

□関連する遺産（e.g. 眺望対象、旧大名庭園と近世城郭跡・大名家墓所など） 

□無形の要素（手入れ、観賞など cf.選定保存技術「文化財庭園保存技術」） 

■名勝（名勝地）の指定・登録状況（最新告示：平成３１年２月２６日） 

指定 人文的名勝：２３７件（公園：９件、庭園：２２６件、橋梁：２件） 

    自然的名勝：１７８件    合計 ４１５件 

登録 庭園：６８件、公園：１４件、景勝地：１１件 合計  ９３件 

■文化財庭園に対する措置 

□調査（個別調査・所在調査） □保存活用計画（保存管理計画） □保存修理 

■指定地域の追加（近年の事例） 

成巽閣庭園［石川県金沢市］   昭和 ４年（1929） ４月 ２日 名勝指定 

                平成２９年（2017） ２月 ９日 追加指定 

名古屋城二之丸庭園［名古屋市］ 昭和２８年（1953） ３月 １日 名勝指定 

                平成３０年（2018） ２月１３日 追加指定 

上時国氏庭園［石川県輪島市］  平成１３年（2001） １月２９日 名勝指定 

                平成３１年（2019） ２月２６日 追加指定 

時国氏庭園［石川県輪島市］   平成１３年（2001） １月２９日 名勝指定 

                平成３１年（2019） ２月２６日 追加指定 

■広い視野からの文化財庭園保護 

＊文化財庭園は地域の風致景観の基調を成す重要な文化資源 

□個別の保存活用計画 

□文化財保存活用地域計画  
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令和 元年５月３０日（木）文化財指定庭園保護協議会 
於：名古屋クレストンホテル ９階（愛知県名古屋市） 

 

 

参考１ 庭園・名勝地の所在調査 

『近代の庭園・公園等に関する調査研究報告書』（平成 24 年 6 月） 
 http://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/tokeichosa/teien_koen_chosa.html 

『名勝に関する総合調査－全国的な調査（所在調査）の結果－報告書』（平成 25 年 4 月） 
 http://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/tokeichosa/meisho_chosa.html 
→ 国庫補助事業「名勝地調査」（平成２７年度～） 

 
参考２ 平成 30 年度春・秋の指定・登録庭園 

旧益習館庭園 ［兵庫県］ 平成３１年 ２月２６日 名勝指定 

絲原氏庭園 ［島根県］ 平成３０年１０月１５日 登録記念物 

丹藤氏庭園（旧三上氏庭園） ［青森県］ 平成３１年 ２月２６日 登録記念物 

興禅寺庭園（看雲庭） ［長野県］ 平成３１年 ２月２６日 登録記念物 

 

参考３ 文化財庭園保存技術者協議会（庭技協） 

○文化財庭園フォーラム（第１６回） 「地域との調和が育む文化財庭園」 
 於：茨城県常陸大宮市  令和 元年６月１５日（土）・１６日（日） 
   養浩園（登録有形文化財岡山家住宅） 
○令和元年度総会 
 於：京都府京都市 令和元年７月２０日（土） 
   特別史跡及び特別名勝鹿苑寺（金閣寺）庭園 
○第１回実技技能研修 
 於：石川県小松市 令和元年１０月２５日（金）～２７日（日） 
   法師旅館庭園ほか 

 

参考４ 記念物１００年事業（令和元年度から３ヶ年の予定） 

キックオフイベント 令和元年６月１日（土） １０：３０～１１：３０ 

          江戸東京博物館 ５階 常設展示室 中村座前 

『発掘された日本列島展２０１９』にて特集展示「記念物１００年」 

 

 

【参考文献】 
文化庁監修，第一法規 

○月刊文化財 平成１２年 ３月号 特集「名勝の保護」 

○月刊文化財 平成１８年 ４月号 特集「庭園の保護」 

○月刊文化財 平成２４年１０月号 特集「名勝の保護」 

○月刊文化財 令和 元年 ７月号 特集「史蹟名勝天然紀念物保存法 100 年」（近刊） 

【参考配布】 
平澤毅（2018）：歴史的庭園の生きた保存と活用；『都市公園』，第 221 号，p.p.16-19 

        〈特集 東京の文化財庭園―魅力と価値の発信〉､東京都公園協会 
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「記念物 100 年」事業について 
文化庁文化財第二課 
令 和 元 年 ５ 月 

 

「記念物」（史跡名勝天然記念物）保護の取組が始まってから、2019 年で 100 年を迎える（史

蹟名勝天然紀念物保存法成立施行（1919 年 6月 1 日）から 100 年）。文化庁では、この節目に当

たって、『発掘された日本列島展』において特集展示する（2019 年度のみ）。また、広く国民に

「記念物」について改めて周知し、その保護の重要性について理解してもらうため、３年（2019

～2021 年度）にわたって「記念物 100 年」事業を実施予定。これまで 100 年間、どのような形

で保護が図られてきたかを振り返りながら、多様性豊かな「記念物」のこれからの 100 年に向け

た保護の取組の形を創造していく。 

東京都江戸東京博物館における『発掘された日本列島展』のオープニングの日にあたる 6月 1

日には、３年に亘る「記念物 100 年」事業のキックオフイベントを以下のとおり実施予定。 

 
【「記念物 100 年事業」キックオフイベント】 
日 時：６月１日（土）１０：３０～１１：３０ 
場 所：東京都江戸東京博物館５階常設展示室 中村座前 
出演者：佐藤信（東京大学名誉教授・人間文化研究機構理事・博士（文学）） 

葦木ヒロカ（シンガー・アーティスト，長和町黒曜石のふるさと親善大使・茅野市縄文ふるさと大使） 
宮田亮平（文化庁長官・金工作家） 

    ※３名による対談が中心。対談の前後に、史跡などをフィールドとして活動を続ける

葦木ヒロカさんに歌を披露していただく。 
 
【その他関連イベント等について】 
＊記念物 100 年特設ホームページ（http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/1417023.html）

を新設。地方公共団体が実施する「記念物 100 年参加事業」を特設ホームページで発信する

など、3 年に亘って実施する様々な関連イベント情報等を順次掲載していく。 
＊その他民間事業者等との連携事業など参加型のイベント等も幅広く実施していく予定。 
 

      
「記念物 100 年」ロゴ            史跡・名勝・天然記念物ロゴ 
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