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舞

鶴

地

区

美

術

工

芸

調

査

の

先
年、
舞
鶴
市
教
育
委
員
会
よ
り
調
査
依
願
を
う
け、
舞
鶴
地
区
の
文
化
財
調

査
を
し
た
が、
そ
の
時
は
寺
院
の
所
蔵
品
ば
か
り
を
調
査
の
対
象
と
し
た。
そ
の

ご、
個
人
の
方
か
ら
寺
院
に
闘
係
あ
る
も
の
で、
こ
の
地
区
に
深
い
関
係
を
も
つ

も
の
が
あ
る
の
で
調
査
し
て
ほ
し
い
と
の
依
頼
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
が、
機
会
を

つ
く
り
調
査
に
行
き、
調
査
し
た
も
の
の
一
つ
に
七
宝
製
の
呑
炉
が
あ
る。

純
手
呑
炉

一
法

制舛
飢
市

井
上
金
次
郎
氏
政

七
宝

高
さ

七
・
二
腹

口
径

八
・
O
鰹

胴
張

八
・
六
魁

こ
の
香
炉
は
早
く
か
ら
「
縄
手
香
炉」
と
呼
ば
れ、
著
名
で
あ
っ
た
が、
所
在

が
判
明
し
な
い
た
め、

ま
す
ま
す
識
者
間
に
お
い
て
は
探
求
さ
れ
て
い
た
と
聞

く。
今
回、
所
蔵
者
の
井
上
氏
の
御
一保
立
に
よ
り
調
査
す
る
こ
と
が
出
来
た。

こ
の
七
宝
製
香
炉
は、

持
つ
と
こ
ろ
が
銅
で
縄
状
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
た
め

「
縄
手」
の
名
称
が
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
が、
銅
製
で
全
面
に
七
宝
で
小
草
花

文
様
を
表
わ
し
て
い
る。
七
宝
と
い
う
の
は、
わ
か
り
や
す
く
い
え
ば
金
属
被
面

を
政
側
質
の
刷
諜
で
装
飾
加
工
し
た
も
の
で、
七
宝
と
い
う
名
称
は
わ
が
国
で
称

し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が、
作
品
名
が
文
献
に
み
ら
れ
る
の
は
室
町
時
代
か
ら
で

あ
ろ
う。

七
宝
に
は
技
術
の
上
か
ら
み
る
と、
金
属
の
細
川棋
で
文
同僚
を
あ
ら
は
し
刷
業
を
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充
填
し
た
七
宝
独
得
の
有
線
七
宝、
金
属
川町軌
を
全
然
焼
込
ま
な
い
無
線
七
宝、
素

地
に
彫
刻
し
透
明
な
制
薬
で
覆
っ
て
文
同僚
が
透
視
で
き
る
透
明
七
宝、
そ
の
他
透

胎
七
宝、
省
胎
七
宝
な
ど
が
あ
る。
そ
し
て
胎
に
は
銅、
瓦
鋭、

鉄、

陶
磁、

金、
銀
が
用
い
ら
れ
た。

七
宝
の
製
法
は
西
方
に
は
じ
め
ら
れ
て
中
国
に
入
り、
そ
し
て
わ
が
国
に
渡
来

さ
れ
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る。
わ
が
国
で
は
古
く
古
墳
か
ら
絡
の
金
具
に
七
宝

を
施
し
た
も
の
が
発
見
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が、
七
宝
と
し
て
立
派
な
作
品

は
な
ん
と
い
っ
て
も
正
倉
院
の
「
黄
金
瑠
璃
釧
脊
十
二
綾
鏡」
で
あ
ろ
う。
七
宝

の
製口川
に
つ
い
て
は
典
鋳
司
で
そ
の
製
作
が
行
わ
れ
た
と
の
説
も
あ
る
が
明
ら
か

で
な
い。
わ
が
国
で
七
宝
の
記
録
が
み
ら
れ
る
の
は、
足
利
八
代
将
軍
義
政
の
同

朋
衆
で
あ
っ
た
相
阿
弥
が
編
し
た
「
君
台
観
左
右
憾
記」
に
「
七
宝・
瑠
璃」
と

あ
り、
同
じ
く
相
阿
弥
の
「
御
飾
記」
に
七
宝
瑠
璃
の
火
鉢、
火
箸
の
記
事
が
み

ら
れ
る
が、
こ
れ
が
最
初
の
も
の
で
は
あ
る・
ま
い
か。
こ
れ
ら
は
お
そ
ら
く
当
時

の
唐
物
愛
好
の
思
怨
か
ら
し
て、
明
貿
易
に
よ
っ
て
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
ろ
う。

七
宝
の
作
品
が
確
実
に
わ
が
国
で
製
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
り、
そ
の
追白川
も
み

ら
れ
る
の
は
江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
は、

桂
離
宮
月
波
楼
に
あ
る
僚
の
桟
の
梓
形
引
手、
同
じ
く
松
琴
亭
襖
の
燦
螺
形
引
手



に
施
さ
れ
て
い
る
七
宝
は
製
作
も
早
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る。

こ
の
縄
手
七
宝
香
炉
は
日
木
製
か
ど
う
か。

有
線
七
宝
と
称
す
べ
き
作
品
で
あ

る
が、

日
本
製
で
は
な
く 、

桃
山
時
代
に
お
そ
ら
く
南
蛮
貿
易
に
よ
っ
て
輸
入
さ

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う 。

香
炉
の
蓋
は
な
い
が、

銅
製
の
縄
状
の
担
り
が
力
強
く
つ

く
ら
れ
て、

全
体
の
色
調
に
一
つ
の
ア
ク
セ
ン
ト

を
与
え
て
い
る。

胴
全
而
は
淡

い
青
色
で 、

そ
の
中
に
小
さ
い
花
を
唐
草
夙
に
表
わ
し
て
い
る
が、

花
の
弁
に
は

白 、

朱 、

紺
の
三
色 、

花
蕊
は
紺
で
あ
ら
わ
す 。

草
花
の
葉
は
白 、

淡
背 ．

紺
色

の
三
色
を
用
い
て
い
る
が、

こ
の
配
色
は
ま
こ
と
に
美
し
い。

七
宝
の
技
術
は
必

ず
し
も
秀
れ
た
も
の
と
は
い
え
な
い
が、

淡
青
地
に
可
憐
な
草
花
を
白 、

ル木 、

紺 、

淡
い
青
色
で
情
調
的
に
表
現
し
て
い
る
作
風
は 、

観
る
人
を
こ
よ
な
く
引
き

つ
け
て
ゆ
く 。

充
損
さ
れ
た
刷
業
は
不
透
明
で
あ
る
が、

そ
れ
だ
け
に
淡
青
地
に

し
っ
く
り
と
と
け
あ
っ
て
一
種
の
静
寂
感
を
表
出
し
て
い
る。

花
弁
や
業
に
用
い

ら
れ
て
い
る
紺
色
は 、

い

わ
ゆ
る
ベ
ル
シ
ャ
ン
ブ
ル

ー
的
な
色
調
で
あ
り
文
隙

純 手 寄 炉

う魅 の 椛
。 力製liX:

あ 品 な
る と ど
f'I= ！目、 か
,fr，オつ ら
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」
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香
炉
は
田
辺
（
妹
紛

市〉

城
主
細
川
幽
斉
の
愛

用
品
で
あ
っ
た ο

幽
斉
は

和
漢
の
学
に
通
じ 、

こ
と

旅
館
地
区
の
美
術
工
芸
調
査

に
歌
道
に
す
ぐ

れ
古
今
伝
授 、

源
氏
物
語
の
奥
義
を
う
け
た
文
武
兼
仰
の
人
で
あ

る
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
著
名
で
あ
る。

彼
は
こ
の
香
炉
を
彼
が
帰
依
し
て
い
た
青

葉
山
松
尾
寺
に
訴
逃
し
た
が、

何
時
の
頃
か
奇
か
ら
散
逸
し
て
し
ま
っ
た 。
こ
の

香
炉
が
幽
斉
の
所
有
に
な
る
に
つ
い
て、

こ
の
よ
う
な
い
き
さ
つ
が
伝
え
ら
れ
て

い
る。
こ
の
香
炉
は
も
と
も
と
石
間
三
成
が
愛
蔵
し
て
い
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い

る。

現
在
も
そ
の
香
炉
を
納
め
る
箱
は
薩
摩
杉
箱
で 、

蓋
と’
身
の
合
せ
に
「
石

田」
の
焼
印
が
押
さ
れ
て
い
る
が、

三
成
所
有
の
い
い
伝
え
を
諮
る
一
つ
の
資
料

で
も
あ
ろ
う 。

石
田
三
成
は
秀
吉
没
後 、

徳
川
家
康
の
行
動
に
反
感
を
も
ち 、

大
谷士口
縦 、

安

国
土寸
恵
理
等
と
謀
議
の
結
果 、

家
康
打
倒
の
挙
兵
の
計
画
を
た
て、

家
康
の
非
状

十
三
カ
条
を
数
え
あ
げ
家
康
に
送
る
と
と
も
に 、

諸
大
名
に
も
送
っ
て
そ
の
参
加

を
求
め
た 。

慶
長
五
年
七
月
の
こ
と
で
あ
る。

天
下
分
け
目
の
関
ケ
原
戦
の
前
提

と
な
る
も
の
で
あ
る
が、

三
成
の
誘
い
に
応
じ
た
諸
大
名
は
毛
利
師
元
を
は
じ

め 、

そ
の
多
く
は
関
凶
の
諸
侠
で
あ
っ
た 。

細
川
幽
斉
は
西
箪
の
勢
力
闘
内
に
あ

っ
た
が
三
成
の
誘
い
に
応
ぜ
ず 、

彼
の
閏
辺
域
は
ん米
軍
の
拠
点
と
な
っ
て
い
た
の

で
あ
る。

院
長
五
年
七
月
二
十
日
か
ら
丹
波 ．

但
馬
の
諸
侯
に
よ
っ
て
問
辺
城
は

攻
撃
を
う
け 、

五
十
日
間
包
聞
攻
撃
さ
れ
た
が
陥
落
し
な
か
っ
た
u

三
成
と
し
て

は
細
川
幽
斉
を
ど
う
し
て
も
四
軍
に
引
き
入
れ
た
か
っ
た
の
で
あ
る。

そ
の
一
つ

の
手
段
と
し
て
こ
の
珍
し
い
七
宝
香
炉
を
幽
斉
に
贈
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る

が 、

も
ち
ろ
ん 、

問
辺
城
攻
撃
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う 。

当
附
と
し
て
は
こ
の

七
宝
製
の
作
品
は
伯
救
品
で
珍
貨
な
も
の
で
あ
り 、

幽
斉
も
大
切
に
取
扱
っ
て
い

た
と
忠
わ
れ
る。

三
成
が
こ
の
よ
う
な
香
炉
を
入
手
し
得
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
っ
た 。

三
成
は
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天
正
十
四
年
か
ら
十
六
年
の
末
ま
で
排
の
奉
行
を
つ
と
め
て
い
る 。
当
時
の
携
は

南
蛮
貿
易
港
と
し
て
繁
栄
を
誇
り 、

珍
し
い
外
国口問
も
多
く

輸
入
さ
れ
諸
侯
達
の

求
め
に
応
じ
て
い
た 。
騒
然
た
る
世
情
を
よ
そ
に
文
化
が
栄
え 、
茶
の
湯
も
今
井

宗
久
や
津
田
宗
及
た
ち
の
茶
人
に
よ
っ
て
盛
行
し
て
い
た
時
で
あ
る 。
三
成
だ
け

で
な
く 、

三
成
の
父
正
継
は
三
成
の
代
官
と
し
て
排
奉
行
の
政
務
を
み 、
ま
た 、

兄
正
澄
も
文
禄
二
年
よ
り

慶
長
四
年
ま
で
排
の
奉
行
を
つ
と
め
て
い
る
こ
と
か
ら

し
て 、
三
成
が
こ
の
よ
う
な
呑
炉
を
入
手
す
る
こ
と
は
い
と
た
や
す
い
こ
と
で
あ

っ
た
ろ
う 。
才
智
に
す
ぐ
れ
て
い
た
三
成
が
ど
ん
な
意
図
が
あ
っ
た
に
し
ろ 、
当

時
に
お
い
て
は
珍
し
い
七
宝
製
の
香
炉
を
幽
斉
に
贈
っ
た
こ
と
は
幽
斉
の
趣
好
を

知
っ
て
い
た
か
ら
と
思
わ
れ
る 。
関
ケ
原
の
戦
い
に
敗
れ
た
三
成
は 、
そ
の
六
日

目
に
捕
え
ら
れ
慶
長
五
年
十
月一
日
に
処
刑
さ
れ
た 。
幽
斉
は
三
成
の
冥
福
を
祈

る
窓
味
も
あ
っ
て
か 、
こ
の
香
炉
を
松
尾
寺
に
寄
進
し
た
の
で
あ
ろ
う 。

こ
の
香
炉
に
ま
つ
わ
る
伝
説
は
と
も
か
く 、
こ
の
作
品
は
わ
が
国
の
七
宝
工
芸

史
上
貴
重
な
資
料
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い 。

（
守

国

/,\.. 
�、

夫

（

7
頁
よ
り）

闘
伽
井
屋
に
は
修
二
会
期
間
中
三
十
七
本
の
隣
を
と
り
つ
け
る
が 、
こ
れ
は
蘇
悉
地

潟
酬明
経・
縦
択
処口問
に
説
く
樹
木
に
よ
る
三
十
七
勝
処
を
象
徴
し
た
も
の
で
あ
ろ
う 。

森
滋
若
「
中
世
庭
園
文
化
史」
｜

大
衆
院
庭
凶
の
研

究｜
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

学
報
第
六
附
昭
和
白
年
2
月
古
川
弘
文
館
刊 ．

小
林
剛
博
士
編
「
西
大
寺
畑刑
務
伝
記
集
成」
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
史
料
第
二
m

昭
和
訓
年
3
月
大
谷
出
版
社
刊 ・

経
典
に
よ
る
と
比
丘
文
は
比
丘
尼
が
住
し
て
非
な
き
地
を
浄
地 、
そ
の
地
を
山川
浄
と

す
る
の
を
結
界
と
い
う ・
浄
住
と
は
結
旧介
し
た
ゆ
地
に
住
す
る
姿
で
あ
る ・

刊紙
悉
地
経
に
よ
る
と
勝
処
の
結
界
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
述
得
成
就
す
る
と
い
う
こ

と
か
ら 、
結
界
に
よ
る
浄
地
と
し
て
こ
の
寺
名
を
冠
し
た
と
思
わ
れ
る 。

森
滋
箸
「
称
名
寺
の
建
築
と
庭
園」
建
築
史
第
6
巻
第
4
号
昭
和
問
年
7
月
建
築
史

研

究会
刊 。

北
AmsH
顕
はムハ
波
即位
探
聞泌
を
経
て
執
椛
と
な
り
金
沢
称
名
寺
の
最
感
期
を
現
出
し

た 。
長
期
京
都
に
滞
在
し
公
家
と
交
際
し 、
文
学
に士心
し
た ・
正
使
2
年－
c
a
e
3

月
の
円
覚
経
二
巻
や
柁
元
2
年（戸ωOM）
校
合
の
日
記
「
た
ま
き
は
る」
一
帖
な
ど
も

彼
の
怨
に
よ
る ・

勝
尾
寺
文
告
は
昭
和
6
年
大
阪
府 、

昭
和
お
年
8
月
史
跡
美
術
同
巧
会 。

6 7 8 9 10 11 12 13 

「
史
述
と
美
術」
は
第
UA
艇
の
7（
第ω
ミ
号〉
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