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出雲弥生の森博物館だより
I Z U M O 　 Y A Y O I N O M O R I 　 M U S E U M

季 刊 弥 生 の 出 雲 王 に 出 会 え る

第 24 号 （2017 年 1月）

よすみちゃん

第24号

★
ギ
ャ
ラ
リ
ー
展

★
企
画
展

1
月
11
日（
水
）～
3
月
20
日（
月
・
祝
）

出
雲
を
掘
る
～
第
六
話

― 

出
雲
郡
漆
治
郷
の
今
昔 

―

み
ど
こ
ろ
紹
介

は
そ
う 

―
須
恵
器
の

「
前
方
後
円
墳
」
?!

須恵器「はそう」

【 

入
場
無
料 

】

　

古
墳
時
代
に
使
わ
れ
た
焼
き
物
の
一

つ
に
須
恵
器
が
あ
り
ま
す
。
灰
色
の
硬

い
土
器
で
、
蓋ふ

た
つ
き杯
や
高た
か
つ
き杯
、
壺
な
ど
多

く
の
器
種
が
あ
り
ま
す
。
今
回
は
そ
の

う
ち
の
「
𤭯

は
そ
う」
を
と
り
上
げ
ま
す
。

　

瓦
へ
ん
に
泉（
国
字
）と
書
い
て
「
は

そ
う
」。
耳
慣
れ
な
い
名
称
で
し
ょ
う
。

「
𤭯
」は「
は
ぞ
う
」と
も
、「
は
ん
ぞ
う
」

と
も
読
み
ま
す
。「
は
ん
ぞ
う
」
は
液

体
を
注
ぐ
器
で
、そ
の
漢
字
は「
半は

ん
ぞ
う挿
」。

注
ぎ
口
と
も
な
る
管
状
の
柄
が
器
本
体

に
半
ば
挿
し
込
ま
れ
て
い
る
さ
ま
か
ら

の
命
名
で
す
。「
は
ん
ぞ
う
」
は
平
安

時
代
の
物
語
に
も
登
場
す
る
古
い
名
詞

で
す
。

　

さ
て
、
須
恵
器
の
「
は
そ
う
」
は
丸

い
胴
に
ラ
ッ
パ
の
よ
う
な
口
が
付
く
容

器
で
す
。
ひ
っ
く
り
返
す
と
「
前
方
後

円
墳
」
み
た
い
で
し
ょ
。
胴
の
真
ん
中

に
は
孔
が
あ
き
ま
す
。
そ
れ
じ
ゃ
ダ
ダ

漏
れ
？
い
え
い
え
、
こ
こ
に
竹
な
ど
の

管
を
さ
し
込
ん
で
液
体
を
注
ぐ
た
め
の

器
で
す
。
漢
字
に
「
泉
」
が
付
く
の
も

そ
の
辺
に
因
る
の
で
し
ょ
う
。

　
「
は
そ
う
」
に
は
紋も

ん
よ
う様
が
つ
け
て
あ

り
ま
す
。胴
に
は
斜
め
の
筋
が
並
び（
列

点
紋
）、
口
に
は
波
状
の
紋
様
が
め
ぐ

る
の
が
五
世
紀
か
ら
の
基
本
形
で
す
。

六
世
紀
後
半
の
出
雲
の
「
は
そ
う
」
は

こ
の
パ
タ
ー
ン
を
踏
襲
し
ま
す
。

　

同
じ
時
期
の
石
見
の
「
は
そ
う
」
は
、

口
の
部
分
の
波
状
紋
が
上
下
二
段
に
つ

く
こ
と
が
あ
る
の
と
、
胴
の
列
点
紋
が

ち
ょ
っ
と
上
に
あ
る
の
が
特
徴
で
す
。

こ
れ
が
わ
か
る
と
出
雲
と
石
見
の
「
は

そ
う
」
が
区
別
で
き
ま
す
。

　

隠
岐
で
は
石
見
の
「
は
そ
う
」
は
出

土
し
ま
す
が
、
出
雲
の
も
の
は
未
発

見
。
ほ
か
に
紋
様
を
ま
っ
た
く
も
た
な

い
「
は
そ
う
」
も
見
つ
か
り
ま
す
。
こ

れ
は
ど
う
や
ら
伯
耆
の
「
は
そ
う
」
の

よ
う
で
す
。

　
「
は
そ
う
」
か
ら
古
墳
時
代
の
物
流

が
見
え
て
き
そ
う
で
す
。（

花
谷　

浩
）

４　

山
あ
い
の
瓦
工
場　

― 

１
３
０
０
年
前
の
瓦
窯
跡

　

杉
沢
Ⅱ
遺
跡
の
古
代
山
陰
道
に
落
ち

て
い
た
古
代
瓦
。
こ
れ
は
近
く
の
三
井

Ⅱ
遺
跡
に
あ
っ
た
瓦
工
場
の
瓦
で
し

た
。
そ
こ
で
働
い
て
い
た
瓦
職
人
は
備

後
（
広
島
県
北
東
部
）
か
ら
出
張
し
て

き
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
の
背
景
を
さ

ぐ
り
ま
す
。

●
関
連
講
座　
　
　
　

 

【 

聴
講
無
料 

】

11
月
19
日（
土
）
14
時
～
16
時

「
青
色
を
身
に
ま
と
う
弥
生
人　

 
-

県
内
最
古
の
ガ
ラ
ス
玉
の
発
見-

」

　

【
講
師
】
景
山
こ
の
み

（
出
雲
市
文
化
財
課
）

12
月
3
日（
土
）
14
時
～
16
時

「
鴟し

び尾
復
元
40
年
」

　

【
講
師
】
大
脇　

潔
氏

（
奈
良
文
化
財
研
究
所
名
誉
研
究
員
）

1
月
22
日（
日
、
来
年
）
14
時
～
16
時

「
掘
っ
た
出
た
、
そ
れ
で
？

　

-

発
掘
調
査
と
地
域
の
歴
史-

」

　

【
講
師
】
花
谷　

浩
（
当
館
）

※
い
ず
れ
も
事
前
申
し
込
み
必
要

●
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク  

11
月
13
日（
日
）・
12
月
10
日（
土
）・

1
月
14
日（
土
）
10
時
～

　

【
講
師
】
花
谷　

浩
（
当
館
）

　

三
井
Ⅱ
遺
跡
瓦
窯
跡（
市
内
斐
川
町

直
江
）は
、
市
内
唯
一
の
古
代
瓦
の
窯

跡
で
す
。
出
土
し
た
軒
丸
瓦
は
、
蓮れ

ん
げ華

（
ハ
ス
）の
紋
様
を
表
現
し
ま
す
が
、
そ

の
紋
様
板
は
下
の
と
こ
ろ
が
尖
っ
て
い

ま
す
。
同
じ
形
は
広
島
県
三
次
市
な
ど

で
し
か
発
見
さ
れ
て
い
な
い
珍
し
い
も

の
で
す
。
し
か
も
、
三
次
市
寺
町
廃は

い
じ寺

の
軒
丸
瓦
と
は
紋
様
を
作
出
し
た
木
型

（
笵は

ん

）が
同
一
で
す
。
寺
町
廃
寺
の
瓦
を

作
っ
た
瓦
職
人
が
道
具
を
携
え
山
越
え

し
て
き
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

窯
跡
か
ら
は
「
鴟し

び尾
」
と
い
う
大
型

の
瓦
製
品
も
出
土
し
ま
し
た
。
瓦
屋
根

の
大
棟
の
両
端
に
の
せ
た
飾
り
瓦
で

す
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
た
三
次
市
の
寺

跡
の
も
の
と
デ
ザ
イ
ン
が
瓜
二
つ
。
三

次
の
職
人
が
手
が
け
た
作
品
と
み
て
ま

ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。一
三
〇
〇
年
前
、

瓦
作
り
の
職
人
は
ど
こ
を
通
っ
て
出
雲

へ
と
来
た
の
で
し
ょ
う
。

　

寺
院
を
建
て
る
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
技

術
者
が
必
要
で
し
た
。
古
代
出
雲
の
人

た
ち
が
ど
こ
か
ら
そ
れ
を
導
入
し
た
の

か
。「
瓦が

れ
き礫
」
は
そ
れ
を
雄
弁
に
語
っ

て
く
れ
る
の
で
す
。　
　
（
花
谷　

浩
）
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杉沢Ⅱ遺跡のガラス小玉

第24号

弥
生
時
代
の

　
　

ガ
ラ
ス
玉
が
語
る
も
の

★
特
集 

研
究
ノ
ー
ト
⑰ 

企
画
展

　

現
在
開
催
中
の
企
画
展
「
出
雲
を
掘

る　

第
６
話
」
で
は
、
斐
川
町
所
在
の

杉
沢
遺
跡
群（
杉
沢
遺
跡
・
杉
沢
Ⅱ
遺

跡
・
杉
沢
横
穴
墓
群
）の
調
査
成
果
を

も
と
に
展
示
を
行
っ
て
い
ま
す
。
展
示

室
で
ト
ッ
プ
バ
ッ
タ
ー
を
務
め
る
の

が
、
今
回
ご
紹
介
す
る
青
い
ガ
ラ
ス
製

の
小
玉
で
す（
写
真
）。
杉
沢
Ⅱ
遺
跡
で

見
つ
か
っ
た
ガ
ラ
ス
玉
は
、
直
径
４
～

５
㎜
の
小
玉
６
点
。
弥
生
時
代
中
期
後

葉（
約
２
０
０
０
年
前
）の
竪
穴
建
物
跡

か
ら
出
土
し
、
島
根
県
内
で
最
も
古
い

ガ
ラ
ス
玉
と
な
り
ま
し
た
。

　

弥
生
時
代
、
人
々
は
美
し
く
輝
く
玉

を
装
身
具
に
仕
立
て
、
身
に
ま
と
い
ま

し
た
。
玉
の
材
料
に
は
、
碧へ

き
ぎ
ょ
く玉、
ヒ
ス

イ
な
ど
の
石
材
や
ガ
ラ
ス
、
琥こ

は
く珀
な
ど

が
あ
り
ま
す
が
、
空
や
海
の
色
に
も
似

た
青
色
は
ガ
ラ
ス
だ
け
が
も
つ
特
徴
で

す
。
日
本
列
島
の
弥
生
時
代
遺
跡
か
ら

は
、
５
万
点
を
超
え
る
ガ
ラ
ス
玉
が
出

土
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
東
ア
ジ
ア
で

も
抜
き
ん
出
た
出
土
量
を
誇
り
、
弥
生

人
が
い
か
に
ガ
ラ
ス
玉
を
好
ん
で
い
た

か
が
分
か
り
ま
す
。

　

古
代
の
ガ
ラ
ス
は
、
原
材
料
で
あ
る

ケ
イ
酸
と
溶よ

う
ゆ
う融
温
度
を
下
げ
る
た
め

の
材
料（
植
物
灰
や
カ
リ
硝し

ょ
う
せ
き石、
鉛な
ま
り
な

ど
）、
そ
し
て
着
色
材
で
で
き
て
い
ま

す
。
１
２
０
０
℃
を
超
え
る
高
温
の
炉

で
溶
か
さ
れ
た
ガ
ラ
ス
は
、
青
色
や
緑

色
な
ど
に
彩
ら
れ
た
後
、
玉
へ
と
加
工

さ
れ
ま
し
た
。
列
島
内
の
弥
生
時
代
遺

跡
で
は
、
青
銅
器
生
産
の
た
め
の
炉

（
８
０
０
℃
程
度
）は
確
認
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
こ
の
炉
で
は
一
か
ら
ガ
ラ
ス
素

材
を
生
み
出
す
こ
と
は
で
き
ず
、
一
度

製
品
と
な
り
融
点
が
下
が
っ
た
ガ
ラ
ス

を
溶
か
す
こ
と
し
か
で
き
ま
せ
ん
。
そ

の
た
め
、
弥
生
時
代
の
日
本
列
島
に
存

在
し
て
い
た
ガ
ラ
ス
製
品
は
、
元
を
た

ど
れ
ば
全
て
列
島
外
か
ら
の
輸
入
品
な

の
で
す
。
当
時
の
輸
入
品
は
貴
重
品
で

し
た
か
ら
、
ガ
ラ
ス
玉
は
誰
も
が
持
て

る
品
物
で
は
な
く
、限
ら
れ
た
有
力
者
、

有
力
集
団
の
み
が
持
ち
得
た
品
物
だ
っ

た
と
い
え
ま
す
。

　

で
は
、
当
時
の
ガ
ラ
ス
製
作
地
は
ど

こ
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
科
学
的
な

成
分
分
析
に
も
と
づ
く
研
究
が
進
ん
で

い
ま
す
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
ガ
ラ
ス

素
材
に
は
溶
融
材
が
混
ぜ
ら
れ
ま
す

が
、
こ
の
溶
融
材
の
種
類
と
着
色
材
、

製
作
技
法
の
組
み
合
わ
せ
に
、
製
作
地

の
違
い
が
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え

ば
杉
沢
Ⅱ
遺
跡
の
小
玉
は
、
カ
リ
硝
石

を
溶
融
材
と
す
る
カ
リ
ガ
ラ
ス
製
。
コ

バ
ル
ト
に
よ
り
濃
い
青
色
に
着
色
さ

れ
、
引
き
伸
ば
し
法
と
い
う
方
法
で
作

ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
特
徴
を
も
っ

た
ガ
ラ
ス
玉
の
製
作
地
は
、
東
南
ア
ジ

ア
か
ら
中
国
南
部
の
一
帯
に
限
定
さ
れ

ま
す
。
つ
ま
り
、
島
根
県
最
古
の
ガ
ラ

ス
玉
は
、東
南
ア
ジ
ア
か
ら
海
を
渡
り
、

は
る
ば
る
出
雲
へ
や
っ
て
き
た
可
能
性

が
高
い
の
で
す
。

　

と
は
い
っ
て
も
、
杉
沢
ム
ラ
の
弥
生

人
達
が
製
作
地
か
ら
直
接
輸
入
し
て
い

た
わ
け
で
は
な
く
、
列
島
内
の
ど
こ
か

に
仲
介
す
る
地
域
が
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
ガ
ラ
ス
玉
が
日
本
列
島

に
も
た
ら
さ
れ
る
の
は
、
弥
生
時
代
前

期
末
の
こ
と
で
す
。
こ
の
頃
、
ガ
ラ
ス

玉
は
九
州
北
部
地
域
に
限
ら
れ
、
中
国

大
陸
や
朝
鮮
半
島
か
ら
直
接
輸
入
さ
れ

ま
し
た
。
そ
の
後
、
中
期
後
半
に
は
九

州
地
方
よ
り
東
の
地
域
で
も
少
し
ず
つ

ガ
ラ
ス
玉
が
出
土
す
る
よ
う
に
な
り
ま

す
が
、
そ
の
供
給
源
と
な
っ
た
の
は
九

州
北
部
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、

大
量
の
ガ
ラ
ス
玉
が
出
土
し
始
め
る
後

期
に
な
る
と
、
突
出
し
た
集
中
を
見
せ

る
近
畿
北
部（
兵
庫
県
・
京
都
府
の
日

本
海
側
）が
、
九
州
北
部
と
と
も
に
供

給
源
と
し
て
発
達
し
ま
し
た
。
面
白
い

こ
と
に
、
こ
の
２
大
供
給
源
で
出
土
す

る
ガ
ラ
ス
玉
に
は
色
の
違
い
が
あ
り
、

九
州
北
部
は
淡
青
色
と
濃
青
色
の
割
合

が
半
々
で
あ
る
の
に
対
し
、
近
畿
北
部

で
は
ほ
ぼ
淡
青
色
に
限
ら
れ
ま
す
。
ガ

ラ
ス
玉
の
入
手
経
路
を
明
ら
か
に
す
る

の
は
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
濃
淡

の
異
な
る
青
色
が
そ
の
鍵
を
握
っ
て
い

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

杉
沢
Ⅱ
遺
跡
の
話
に
戻
る
と
、
小
玉

６
点
は
全
て
濃
青
色
。
色
か
ら
は
九
州

北
部
か
ら
の
入
手
が
想
定
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
を
裏
付
け
る
も
の
に
は
同
遺
跡
で

出
土
し
た
九
州
型
と
呼
ば
れ
る
石
の
お

も
り
や
、
同
時
期
の
出
雲
平
野
で
点
々

と
見
つ
か
る
九
州
北
部
の
土
器
が
あ

り
、
出
雲
と
九
州
の
交
流
が
う
か
が
え

ま
す
。
小
さ
な
ガ
ラ
ス
玉
で
す
が
、
そ

の
存
在
か
ら
は
九
州
、
ひ
い
て
は
東
ア

ジ
ア
全
体
を
舞
台
と
し
た
壮
大
な
交
流

を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

（
景
山
こ
の
み
）
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茅葺き屋根の民家

タンスに収納されていた古文書

第24号

1
月
25
日（
水
）～
４
月
10
日（
月
）

★
戦
前
に
建
て
ら
れ
た
民
家
の
調
査

　

私
た
ち
が
暮
ら
す
地
域
に
あ
る
、「
文

化
的
な
資
源
や
宝
」
と
聞
い
て
、
何
を

思
い
浮
か
べ
る
で
し
ょ
う
か
。
寺
社
・

古
墳
・
伝
統
行
事
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ

が
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
中
、

今
回
の
速
報
展
は
、“
古こ

も
ん
じ
ょ

文
書
”を
主
役

に
し
ま
す
。

　

昔
の
人
は
、
家
や
商
売
に
関
す
る
こ

と
、
地
域
の
祭
り
や
年
中
行
事
な
ど
、

日
常
の
様
々
な
こ
と
を
書
き
残
し
て
き

ま
し
た
。
今
の
よ
う
に
写
真
や
ビ
デ
オ

が
な
い
の
で
、
次
世
代
に
「
記
録
」
と

し
て
伝
え
よ
う
と
し
た
の
で
す
。

　

も
っ
と
も
、
昔
の
人
が
書
い
た
字
は
、

ミ
ミ
ズ
が
這は

っ
た
よ
う
な
く
ず
し
字
な

の
で
、
簡
単
に
は
読
め
ま
せ
ん
。
ま
た
、

虫
食
い
や
劣れ

っ
か化
に
よ
っ
て
紙
が
傷
み
、

汚
れ
た
古
い
紙
に
見
え
て
し
ま
う
場
合

も
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
そ
う
し
た“
古
文
書
”も
、

今
で
は
ふ
る
さ
と
の
あ
ゆ
み
を
知
る
貴

重
な
手
が
か
り
、
い
わ
ば
「
ふ
る
さ
と

の
記
録
」
で
あ
る
、
と
言
え
ま
す
。

　

例
え
ば
当
館
で
整
理
し
て
い
る
、
大

社
町
の
と
あ
る
家
に
受
け
継
が
れ
て
き

た
文
書
の
事
例
を
紹
介
し
ま
す
。
こ
の

「
ふ
る
さ
と
の
記
録
を
守
る
―

古
文
書
を
未
来
へ
伝
え
る
た
め
に
」

出
雲
に
残
る
茅
葺
き
屋
根
の
今

　

第
23
号
で
、
文
化
財
保
護
政
策
の
マ

ス
タ
ー
プ
ラ
ン
と
な
る
『
出
雲
市
歴
史

文
化
基
本
構
想
』
策
定
に
と
も
な
う
神

社
境
内
の
石
造
物
調
査
を
紹
介
し
た
と

こ
ろ
で
す
が
、
今
回
は
民
家
に
関
す
る

調
査
に
つ
い
て
お
伝
え
し
ま
す
。

　

民
家
は
、
私
た
ち
の
生
活
に
欠
か
す

こ
と
の
で
き
な
い
建
物
で
す
。
そ
の
た

め
、
時
代
や
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る

様
々
な
特
徴
を
示
し
ま
す
。
こ
の
調
査

で
は
、
民
家
か
ら
見
た
出
雲
市
の
歴
史

や
特
徴
を
把
握
す
る
た
め
、
太
平
洋
戦

争
以
前（
江
戸
～
昭
和
初
期
）に
建
て
ら

れ
た
民
家
の
う
ち
、
約
４
５
０
軒
を
対

象
と
し
ま
し
た
。

　

調
査
の
中
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と

の
ひ
と
つ
に
、
屋
根
仕
上
げ
の
違
い
が

あ
り
ま
す
。
屋
根
仕
上
げ
に
は
、
大
き

く
瓦
葺
き
と
茅か

や
ぶ葺
き
が
あ
り
、
瓦
葺
き

に
使
用
さ
れ
た
瓦
は
黒
瓦
・
赤
瓦
の
ほ

か
、
江
戸
時
代
以
降
、
地
元
大
津
や
秋あ

い

鹿か（
松
江
市
）で
生
産
さ
れ
た
左
ひ
だ
り
さ
ん
が
わ
ら

桟
瓦
が

あ
り
ま
す
。
出
雲
市
内
で
は
、
斐
伊
川

あ
た
り
を
境
に
、
東
に
黒
瓦
が
、
西
に

赤
瓦
が
多
く
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分

か
り
ま
し
た
。

　

ま
た
茅
葺
き
屋
根
は
、
そ
の
名
の
と

お
り
河
原
な
ど
に
生
え
る
茅
や
稲
刈
り

後
の
わ
ら
を
利
用
し
て
葺
き
上
げ
た
も

の
で
、
そ
の
構
造
は
古
代
の
竪
穴
住
居

と
も
共
通
す
る
、
伝
統
的
な
屋
根
仕
上

げ
で
す
。
厚
く
茅
を
重
ね
る
こ
と
で
外

気
の
影
響
を
受
け
に
く
く
な
る
た
め
、

茅
葺
き
屋
根
の
家
に
住
む
方
は
、
夏
は

涼
し
く
、
冬
は
暖
か
い
と
太
鼓
判
を
押

さ
れ
ま
す
。
た
だ
そ
の
一
方
で
、
屋
根

の
材
料
と
な
る
茅
、
そ
れ
を
葺
き
上
げ

る
職
人
が
減
少
の
一
途
を
た
ど
り
、
住

民
の
高
齢
化
も
相
ま
っ
て
、
維
持
や
補

修
に
手
間
の
か
か
る
茅
葺
き
か
ら
瓦
に

葺
き
替
え
る
民
家
が
増
え
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
市
内
に
は
50
軒
前
後
の
茅
葺

き
屋
根
が
残
っ
て
い
ま
す
。
出
雲
の
農

村
景
観
を
代
表
す
る
茅
葺
き
屋
根
を
こ

の
先
も
残
し
続
け
ら
れ
る
よ
う
、
継
続

的
に
調
査
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

（
景
山
こ
の
み
）

★
速
報
展

文
書
の
中
で
、
扁へ
ん
が
く額
の
下
張
り
と
し
て

リ
サ
イ
ク
ル
さ
れ
た
古
文
書
は
、
明
治

時
代
に
多
伎
町
の
廻か

い
せ
ん船
業
者
が
行
っ
て

い
た
商
売
の
帳ち

ょ
う
ぼ簿
で
あ
る
こ
と
が
判
明

し
ま
し
た
。
大
坂
の
業
者
名
が
み
え
る

こ
と
か
ら
、
広
く
商
売
を
行
っ
て
い
た

こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
近
年
、
古
文
書
は
危
機
的

な
状
況
に
直
面
し
て
い
ま
す
。
都
市
部

へ
の
引
っ
越
し
や
家
の
建
て
替
え
な
ど

の
際
に
、
い
ら
な
い
も
の
と
し
て
処
分

さ
れ
、
急
速
に
失
わ
れ
て
い
る
と
い
う

現
実
が
あ
る
た
め
で
す
。

　

今
回
の
速
報
展
は
、
こ
う
し
た
危
機

か
ら
古
文
書
を
守
り
、
な
お
か
つ
古
文

書
の
魅
力
を
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に

企
画
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
地
域
の
財
産
を
受
け
継
ぎ
、

次
世
代
に
伝
え
て
い
く
こ
と
が
重
要
で

す
。
そ
の
た
め
に
、
私
た
ち
に
何
が
で

き
る
か
を
探
っ
て
い
き
ま
す
。

（
中
山
玄
貴
）
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第24号

★
館
長
コ
ラ
ム
⑳

★
講
座
の
ご
案
内

　

20
世
紀
を
代
表
す
る
カ
リ
ス
マ
的
指

揮
者
の
一
人
フ
ル
ト
ヴ
ェ
ン
グ
ラ
ー

は
、
今
で
も
熱
狂
的
な
フ
ァ
ン
が
絶
え

ま
せ
ん
。
学
生
時
代
、
友
人
に
信
奉
者

が
い
て
、
た
び
た
び
家
に
呼
ば
れ
レ

コ
ー
ド
を
聴
き
比
べ
て
、
熱
い
「
フ
ル

ヴ
ェ
ン
」
論
を
聞
か
さ
れ
ま
し
た
。
お

蔭
で
私
は
、
レ
コ
ー
ド
を
何
枚
も
買
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

こ
の
大
指
揮
者
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ

ル
ト
ヴ
ェ
ン
グ
ラ
ー
は
、
実
は
父
親
も

息
子
も
考
古
学
者
で
す
。

　

父
の
ア
ー
ド
ル
フ
・
フ
ル
ト
ヴ
ェ
ン

グ
ラ
ー
は
19
世
紀
後
葉
に
活
躍
し
た
著

名
な
考
古
学
者
で
す
。
か
の
シ
ュ
リ
ー

マ
ン
が
実
施
し
た
オ
リ
ン
ピ
ア
の
発
掘

に
も
参
加
し
て
い
ま
す
。
ギ
リ
シ
ャ
陶

器
な
ど
の
分
類
や
編
年
で
大
き
な
業
績

を
挙
げ
、「
古
典
考
古
学
に
お
け
る
リ

ン
ネ
」
と
呼
ん
だ
人
も
い
ま
す
。

　

彼
は
弟
子
の
考
古
学
者
を
息
子
ヴ
ィ

ル
ヘ
ル
ム
の
家
庭
教
師
に
し
ま
し
た

が
、
息
子
は（
親
と
家
庭
教
師
の
期
待

に
反
し
て
？
）音
楽
の
才
能
を
発
揮
し

偉
大
な
指
揮
者
に
な
り
ま
し
た
。で
も
、

さ
ら
に
そ
の
息
子
の
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・

フ
ル
ト
ヴ
ェ
ン
グ
ラ
ー
は
、
祖
父
と
同

じ
古
典
考
古
学
者
に
な
り
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
大
指
揮
者
フ
ル
ト
ヴ
ェ

ン
グ
ラ
ー
は
大
戦
中
、
ナ
チ
ス
に
一
定

の
抵
抗
は
し
つ
つ
も
ド
イ
ツ
に
ぎ
り
ぎ

り
ま
で
と
ど
ま
っ
て
、
客
観
的
に
は
ナ

チ
ス
の
広
告
塔
の
役
割
を
果
た
し
ま
し

た
。
彼
は
い
わ
ば
無
自
覚
な
ナ
チ
ス
協

力
者
だ
っ
た
わ
け
で
、
音
楽
家
仲
間
か

ら
厳
し
い
批
判
を
受
け
ま
し
た
。

　

先
の
戦
争
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
で

多
く
の
文
化
人
が
戦
争
遂
行
の
た
め
に

動
員
さ
れ
ま
し
た
。
文
化
人
の
も
つ
影

響
力
を
時
の
権
力
は
見
逃
さ
な
い
か
ら

で
す
。
そ
の
と
き
ど
う
生
き
る
か
。
む

ず
か
し
い
問
題
で
す
。　
（
渡
邊
貞
幸
）

▼
館
長
講
座

１
月
14
日（
土
）

　「
考
古
学
と
戦
争
」

　
　
【
講
師
】
渡
邊
貞
幸
（
当
館
館
長
）

▼
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員
講
座

～
文
化
財
の
プ
ロ
が

　
　
　
　
　
出
雲
の
歴
史
を
語
る
～

２
月
４
日（
土
）

　「
神し

ん
ぶ
つ
し
ゅ
う
ご
う

仏
習
合
と
出
雲
市
の
文
化
財
」

　
　
【
講
師
】
梶
谷
亮
治 

氏

（
奈
良
国
立
博
物
館
名
誉
館
員
）

２
月
25
日（
土
）

　「
高た

か
せ
が
わ
す
い
う
ん

瀬
川
水
運
と
荒あ
ら
き
か
わ
か
た
や
く
し
ょ

木
川
方
役
所
」

　
　
【
講
師
】
多
久
田
友
秀 

氏

（
島
根
県
近
世
史
研
究
会
会
員
）

３
月
11
日（
土
）

　「
出
雲
大
社
の
『
神し

ん
ぶ
つ
か
く
り

仏
隔
離
』
と

『
神し

ん
ぶ
つ
ぶ
ん
り

仏
分
離
』」

　
　
【
講
師
】
井
上
寛
司 

氏

（
島
根
大
学
名
誉
教
授
）

右
の
講
座
は
い
ず
れ
も

●

時　

間　

14
時
～
16
時

●

会　

場　

た
い
け
ん
学
習
室

●

受
講
料　

３
０
０
円
●

定
員　

80
名

★
博
物
館
ア
テ
ン
ダ
ン
ト
コ
ー
ナ
ー

　

こ
ん
に
ち
は

　

博
物
館
の
ア
テ
ン
ダ
ン
ト
で
す
。

　

博
物
館
で
は
、
展
示
以
外
で
も
楽
し

ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
、
遊
び
な
が
ら

考
古
体
験
で
き
る
場
所
が
あ
り
ま
す
。

　

発
掘
体
験
が
で
き
る
、
発
掘
プ
ー
ル

に
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
砂
の
中
に
、

剣
な
ど
の
お
宝
が

埋
ま
っ
て
い
ま
す
。

土
器
片
な
ど
を
見

つ
け
る
喜
び
や
感

動
が
体
験
で
き
ま

す
。

　

土
器
パ
ズ
ル
は
、

土
器
片
を
合
わ
せ
て
い
く
と
、
弥
生
時

代
の
土
器
が
完
成
し
、
ま
る
で
復
元
作

業
を
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
。

　

子
ど
も
た
ち
の
一
番
人
気
‼
「
か
く

れ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
探
し
」。
博
物
館
一

階
に
、
か
く
れ
た

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た

ち
を
探
す
遊
び
で

す
。
全
問
正
解
で

ア
テ
ン
ダ
ン
ト
手

作
り
の
品
を
プ
レ

ゼ
ン
ト
。
季
節
ご

と
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
は
、
大
人
に
も
大
好

評
で
す
。

「
家
族
み
ん
な
で
楽
し
め
る
博
物
館
」

＊
訂
正
と
お
詫
び
＊

「
博
物
館
だ
よ
り
第
23
号
」
1
ペ
ー
ジ
、
2
段
目
に
お
い
て
写
真

の
説
明
と
本
文
の
ふ
り
が
な
に
そ
れ
ぞ
れ
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。

次
の
と
お
り
訂
正
し
、
お
詫
び
い
た
し
ま
す
。

写
真
の
説
明
：（
正
）
杉
沢
Ⅱ
遺
跡
か
ら
仏
経
山
を
望
む

　
　
　
　
　
　
　
　
（
誤
）
杉
沢
Ⅱ
遺
跡
か
ら
仏
教
山
を
望
む

本
文
の
ふ
り
が
な
：（
正
）
し
つ
ぢ
の
さ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
（
誤
）
し
つ
ぬ
の
さ
と


