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昨
年
十
一
月
に
「
市
外
史
跡
探
訪
」
の
企
画
と
し
て
、
旧
大
分
県
芸
術
会
館
跡
に
移
設
さ
れ
た
大
分
県
埋
蔵
文
化
財
セ

ン
タ
ー
を
見
学
し
ま
し
た
。
大
分
県
の
歴
史
を
物
語
る
展
示
物
は
い
ず
れ
も
興
味
を
そ
そ
る
も
の
で
し
た
が
、
特
に
私
の

目
を
惹
い
た
の
が
、
近
世
の
府
内
城
下
の
古
地
図
で
、
そ
れ
は
図
中
に
唐
人
町
と
い
う
文
字
を
見
か
け
た
か
ら
で
し
た
。

　

唐
人
町
は
中
国
人
が
居
住
し
た
区
域
で
あ
り
、
今
日
い
う
と
こ
ろ
の
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
す
な
わ
ち
中
華
街
で
す
。
ご
案

内
い
た
だ
い
た
吉
田
課
長
補
佐
の
解
説
を
聞
き
な
が
ら
、
ふ
と
頭
を
過
ぎ
っ
た
の
は
、
こ
の
唐
人
町
に
も
「
関
帝
廟
」
が

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
思
い
で
し
た
。
現
在
、
各
地
の
中
華
街
に
は
「
孔
子
廟
」
と
と
も
に
「
関
帝
廟
」
が
設
け

ら
れ
、
町
の
シ
ン
ボ
ル
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。

　

関
帝
廟
は
三
国
時
代
の
関
羽
を
祀
る
祠
で
す
。
ご
存
じ
の
と
お
り
、
関
羽
は
『
三
国
志
』
の
英
雄
で
、「
文
」
の
聖
人

孔
子
に
対
し
て
、「
武
」
の
聖
人
と
し
て
彼
の
地
で
は
古
来
厚
く
祀
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
彼
は
蜀
・
昭
烈
帝
劉
備
の
旗
揚
げ
以
来
の
家
臣
で
、
そ
の
武

勇
と
仁
徳
は
『
三
国
志
演
義
』
が
言
葉
を
尽
く
し
て
語
っ
て
い
ま
す
。
八
十
二
斤
（
十
八
㎏
）
の
青
龍
偃
月
刀
を
引
っ
提
げ
、
袁
紹
の
猛
将
顔
良
・
文

醜
を
白
馬
津
に
屠
っ
た
く
だ
り
な
ど
は
、
三
国
志
ば
な
し
の
名
場
面
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
劉
備
が
蜀
に
入
っ
た
後
、
関
羽
は
荊
州
の
守
備
を
任

さ
れ
ま
し
た
が
、
武
運
つ
た
な
く
呉
の
計
略
に
は
ま
り
落
命
し
ま
す
。『
三
国
志
』
に
付
さ
れ
た
裴
松
之
の
注
（
裴
注
所
引
『
呉
歴
』）
に
よ
れ
ば
、
そ

の
首
は
魏
の
曹
操
に
送
ら
れ
、
関
羽
と
旧
交
の
あ
っ
た
曹
操
は
諸
侯
の
礼
を
以
て
葬
っ
た
と
い
い
ま
す
。
現
在
、
洛
陽
に
関
羽
の
墓
「
関
林
」
が
あ
り

ま
す
。「
林
」
は
聖
人
の
墓
を
意
味
し
、
曲
阜
に
あ
る
孔
子
の
墓
は
「
孔
林
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
関
羽
が
中
華
街
に
祀
ら
れ
て
い
る
の
に
は
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
単
に
「
武
」
の
聖
人
と
し
て
、「
文
」
の
孔
子
に
対

置
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
関
羽
は
死
後
、
生
前
の
人
と
な
り
か
ら
人
々
の
尊
崇
を
受
け
、
次
第
に
そ
の
地
位
を
高
め
て
い
き
ま

し
た
。
彼
は
武
の
「
聖
人
」
か
ら
や
が
て
「
神
」
へ
と
昇
華
し
ま
す
。
す
で
に
隋
代
に
関
羽
の
生
地
、
山
西
省
解
県
に
近
い
運
城
県
に
関
帝
廟
が
建
設

さ
れ
、
唐
代
に
は
武
成
王
（
太
公
望
呂
尚
）
の
廟
に
従
祀
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
宋
代
に
崇
寧
真
君
、
明
代
に
は
三
界
伏
魔
大
帝
神
威
遠
震
天
尊
関

聖
帝
君
な
ど
と
い
っ
た
道
教
神
の
称
号
を
授
け
ら
れ
、清
代
に
至
っ
て
忠
義
神
武
関
聖
大
帝
と
い
う
鎮
護
国
家
の
最
高
軍
神
に
祭
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
関
羽
の
生
地
解
県
が
内
陸
に
お
け
る
重
要
な
塩
の
産
地
で
あ
っ
た
こ
と
に
因
縁
す
る
も
の
か
、
特
に
商
人
か
ら
深
く
信
仰
さ

れ
、
彼
ら
の
守
護
神
す
な
わ
ち
「
財
神
」
と
し
て
の
属
性
を
帯
び
た
こ
と
で
し
た
。　

　

現
在
、
中
華
街
に
祀
ら
れ
て
い
る
関
帝
は
、
も
っ
ぱ
ら
こ
の
「
財
神
」
と
し
て
の
ご
利
益
を
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
波
濤
千
里
の
東
シ
ナ
海
を

押
し
渡
り
、
府
内
に
渡
来
し
た
商
魂
た
く
ま
し
い
中
国
の
商
人
た
ち
も
、
き
っ
と
彼
ら
の
守
り
本
尊
と
し
て
関
羽
を
祀
っ
た
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

　

さ
て
、
今
年
は
戊
戌
（
つ
ち
の
え
い
ぬ
）
の
年
。
戊
は
「
茂
る
」、
戌
は
「
滅
ぶ
」
に
通
じ
、
互
い
に
相
反
す
る
属
性
を
有
す
る
と
い
い
ま
す
。
ま

た
、
も
の
の
本
で
は
、
陰
陽
五
行
説
に
よ
る
と
、
戊
と
戌
は
同
じ
く
「
土
の
陽
」
で
、
こ
の
よ
う
に
干
支
が
揃
う
こ
と
を
「
比
和
」
と
称
し
、
干
支
が

相
互
に
助
長
し
合
う
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
昨
今
の
国
内
外
の
情
勢
を
見
る
限
り
、
案
外
言
い
得
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
い
ず
れ

に
し
ろ
戌
の
気
が
勝
る
こ
と
を
願
う
ば
か
り
で
す
。
昨
年
、
本
会
創
立
三
十
周
年
の
記
念
誌
を
発
刊
し
た
関
係
で
、
今
号
は
昨
年
の
分
と
併
せ
、
第

三
十
・
三
十
一
合
併
号
と
し
て
発
刊
し
ま
し
た
。
ご
了
承
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。


