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事例紹介

古
墳
壁
画
に
さ
わ
る

優

し

く

、

ゆ

っ
く

り

、
洋

々
と

国
立
民
族
学
博
物
館
准
教
授
　
広

瀬

浩

二
郎
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｢点
字
の
展
示
｣
が
め
ざ
す
も
の

現
在
、
国
立
民
族
学
博
物
館

(大

阪
府
吹
田
市
)

で
企
画
展

｢点
字

の
考
案
者
ル
イ

・
ブ
ラ
イ

ユ
生
誕

二
〇
〇
年
記
念

…
点
天
展
…
｣
が
開
催
さ
れ
て
い

る
。
中

一
の
と
き

に
失
明
し
、
以
来

三
〇
年
近
く
点

字
を
使

っ
て
い
る
僕
は
、
ブ
ラ
イ
ユ
に
あ
ら
た
め
て

感
謝
し

つ
つ
、
点
字
の
市
民
権
拡
大

を
願

っ
て
本
展

を
企
画
し
た
。
オ
ー
プ
ン
か
ら
早
く

も
五
〇
日
余
が

経
過
し
た
わ
け
だ
が
、
こ
の

｢点
字

の
展
示
｣
は
老

若
男
女
、
幅
広

い
来
館
者
か
ら
好
意

的
に
評
価
さ
れ

て
い
る
。

マ
ス
コ
ミ
関
係
の
取
材
も
多

い
。

来
館
者
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
み
る
と
、
点
字

の
歴
史

や
視
覚
障
害
者

の
文
化
を
知
る
こ
と

が
で
き
勉
強
に

な

っ
た
と

い
う
感
想
が
目
立

つ
。
新

聞
の
紹
介
記
事

で
も

｢点
字
＝

視
覚
障
害
者
の
た
め

の
文
字
｣

の
存

在
を
た
く
さ
ん
の
人
々
に
伝
え
る
展
覧
会
と
し
て
本

展
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
ケ
ー
ス
が
大

半
で
あ
る
。
企

画
担
当
者
で
あ
る
僕
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
や
記
事

の
内
容
に
と
り
あ
え
ず
満
足
し
て
い
る
。
だ
が
、
じ

つ
は
本
展
に
は
も
う

一
つ
別
の
狙
い
が
あ
る
。
そ
れ

は

｢点
字

"
さ
わ
る
文
字
｣
を
通
じ
て
触
覚

の
可
能

性
を
実
証
す
る
こ
と
。
企
画
展
会
場
入
り
口
に
掲
げ

た
挨
拶
文

で
、
｢視
覚
障
害
者
用
の
文
字
｣
で
は
な

く

｢
さ
わ
る
文
字
｣
と
し
て
の
点
字
の
意
義
を
僕
な

り
に
要
約
し
た
。

今
、
あ
な
た
の
心
の
中
で

一
つ
の
点
か
ら
壮
大
な
宇

宙

(天
)
が
広
が
る
ー
・

わ
ず
か
六
個

の
点
の
組
み
合
わ
せ
で
日
本
語
の

仮
名
は
も
ち

ろ
ん
、
数
字
、

ア
ル
フ
ァ
ベ

ッ
ト
、

さ
ら
に
は
音
符
ま
で
表
せ
る
点
字
。

文
字
は
線
で
表
現
す
る
と

い
う
健
常
者

(多
数

派
)

の
論
理
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
触
覚
に
よ
る
読
み

書
き
に
適
し
た
文
字
と
し
て
提
案
さ
れ
た
点
字
。

少
な
い
材
料
か
ら
多
く
を
生
み
出
す
し
た
た
か

な
創
造
力
、
常
識
に
と
ら
わ
れ
な
い
し
な
や
か
な

発
想
力
を

.点
字
力
"
と
名
づ
け
よ
う
。

点
字
の
考
案
者
ル
イ

・
ブ
ラ
イ

ユ
の
生
誕
二
〇

〇
年
で
あ
る
本
年
、
"点
字
力
"

の
豊
か
さ
と
楽

し
さ
を
民
博
か
ら
発
信
し
た
い
。

石
創
画
に
よ
る
高
松
塚
古
墳
壁
画

そ
れ
で
は
触
覚

の
可
能
性

(点
か
ら
天

へ
と
つ
な

が
る

.点
字
力
"
)
を
ア
ピ

ー
ル
す
る
た
め
に
、
ど

の
よ
う

な
資
料
を
用
意
し
た
の
か
。
企
画
展
で
は

｢触
覚
芸
術
｣
と

い
う
語
を
用

い
て
バ
ー
ド
カ
ー
ビ
ン

グ
、
継
手

ア
ー
ト
な
ど
を
展
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

触
覚
芸
術
の
中
で
も
も

っ
と
も

ユ
ニ
ー
ク
な
も

の
が

高
松
塚
古
墳
壁
画

の
石
創
画
で
あ
る
。
石
の
粒
、
セ

メ
ン
ト
、
顔
料
を
混
ぜ
合
わ
せ
た
も
の
を
絵
具
と
し

て
塗
り
込
み
、
固
ま

っ
た
後
、
表
面
を
磨
く
と
、
石

の
質
感
を
伴

っ
た
絵
が
で
き
あ
が
る
。
こ
の
石
創
画

え

だ

た
か
ひ
ろ

は
、
江
田
挙
寛
氏
が
確
立
し
た
独
自

の
絵
画
技
法

で

あ
り
、
石
の
美
し
さ
や
力
強
さ
を
特
徴
と
し
て
い
る
。

石
創
画
の
技
術
を
応
用
し
て
レ
リ
ー
フ
の
よ
う

に

盛
り
上
が

っ
た
絵
を
制
作
す
れ
ば
、
｢
さ
わ
れ
な

い



古墳壁画の保存と活用に向けた取 組

特集

は
ず
の
も
の
に
さ
わ
る
｣
こ
と
が
で
き
る
。
有
名
な

絵
画
、
歴
史
的
建
造
物
の
写
真
な
ど
、
石
創
画
作
品

の
候
補
は
い
く

つ
か
あ

っ
た
が
、
江

田
氏
と
も
相
談

し
、
企
画
展
の
た
め
に
高
松
塚
古
墳
壁
画
の
レ
リ
ー

フ
制
作
を
依
頼
す
る
こ
と
に
し
た
。
奈
良
文
化
財
研

究
所
、
関
西
大
学
博
物
館
か
ら
デ
ー
タ
を
提
供
し
て

い
た
だ
き
、
彩
色
壁
画
の
迫
力
と
美

し
さ
を
石
創
画

に
よ
り
復
元
す
る
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
が
始
ま

っ
た
。

 

石
創
画
は
江
田
氏
が

ほ
と
ん
ど

一
人
で
塗
り
込

み
、
磨
き
を
行
う

の
で
、
時
間
と
体
力
が
必
要
で
あ

る
。
完
成
が
危
ぶ
ま
れ
た
時
期
も
あ

っ
た
が
、
企
画

展
オ
ー
プ
ン
の
前

日
ま
で
に
天
井
復

元
図

(三
枚
)、

東
側
壁
復
元
図

(東
男
子
群
像
、
青
龍

・
日
輪
、
東

女
子
群
像
)
、
西
側
壁
復
元
図

(西
男
子
群
像
、
白

虎

・
月
輪
、
西
女
子
群
像
)
、
北
壁
復
元
図

(玄
武
)

の
合
計

一
〇
枚

の
石
創
画
が
納
品
さ
れ
た
。
こ
の
場

を
借
り
て
江
田
氏
の
尽
力

に
敬
意
を

表
し
た

い
。

 
今
回

の
石
創
画
展
示
に
は
三

つ
の
目
的
が
あ
る
。

ま
ず
第

一
に
国
宝
で
あ
る
高
松
塚
古

墳
壁
画

の
魅
力

を
来
館
者
に
伝
え
る
こ
と
。
教
科
書

な
ど
で
高
松
塚

古
墳
壁
画

の

一
部

に
接
す
る
こ
と

は
あ

る
が
、
実

物
、
あ
る
い
は
原
寸
大

の
復
元
図
を
間
近
で
見
る
機

会
は
少
な

い
。
民
博
の
企
画
展
が
国
宝
の
美
と
古
代

の
神
秘
に
出
会
う
場
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

 
第
二
の
目
的
は
視
覚
障
害
者
対
応

で
あ
る
。
制
作

に
先
立

っ
て
江
田
氏
と
合
意
し
た

の
は
、
｢教
科
書

な
ど
を
通
じ
て
名
前
は
よ
く
知

っ
て
い
る
が
、
実
際

に
ど
ん
な
も
の
な

の
か
想
像
で
き
な
い
絵
画
｣
を
石

創
画
に
し
て
視
覚
障
害
者
に
さ
わ

っ
て
も
ら
お
う
と

い
う
こ
と
だ

っ
た
。
石
は
さ
わ
り
心
地
も
よ
く
、
耐

久
性
に
優
れ
て
い
る
。
点
字
の
企
画
展
と

い
う
こ
と

で
視
覚
障
害
関
係
団
体
の
来
館
も
多

い
が
、
目
の
見

え
な
い
人
々
が
両
手
を
動
か
し
て
石
創
画
の
展
示
物

に
さ
わ
る
鑑
賞
ス
タ
イ
ル
は
、
他

の
博
物
館
で
は
あ

ま
り
見
る
こ
と
が
で
き
な

い
光
景
だ
ろ
う
。

さ
わ
る

マ
ナ
ー

｢や
ゆ
よ
｣

 
第
三
の
目
的
は
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル

・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

(だ
れ
も
が
楽
し
め
る
博
物
館
)と
し
て
の

｢
さ
わ
る

展
示
｣
の
追
求
で
あ
る
。
資
料

の
保
存
と

い
う
観
点

か
ら
、
従
来
の
ミ

ュ
ー
ジ
ア
ム
は
視
覚
に
よ
る
見
学

を
大
原
則
と
し
て
き
た
。
繊
細
な
ア
ー
ト
作
品
は
、

触
れ
る
こ
と
に
よ
る
破
損
の
恐
れ
も
あ
る
。
し
か
し
、

そ
も
そ
も
博
物
館
の
収
蔵
品

の
大
部
分
は
人
の
手
で

作
ら
れ
て
い
る
。
彫
刻
の
細
工
な
ど
は
、
さ
わ

っ
て

初
め
て
納
得
で
き
る
手
仕
事

の
美
と

い
え
よ
う
。

 
今
回
の
高
松
塚
古
墳
壁
画
の
展
示
を
と
お
し
て
、

僕
は
資
料
の
保
存
に
配
慮
し
つ
つ
、
触
覚
に
よ
る
鑑

賞
を
楽
し
む
方
法

(
さ
わ
る

マ
ナ
ー

｢
や
ゆ
よ
｣
)

を
提
唱
し
て

い
る
。
"
優
し
く
"
さ
わ
る
。
作
品

へ

の
愛
情
を
も

っ
て
注
意
深
く
触
察
す
る
。
"
ゆ

っ
く

り
"
さ
わ
る
。

一
目
瞭
然

の
視
覚
と
異
な
り
、
モ
ノ

を
触
知
す
る
場
合
は
時
間
が
か
か
る
。
あ
せ
ら
ず
繰

り
返
し
さ
わ
る
こ
と
に
よ
り
、
手
仕
事

の
細
部
を
理

解
で
き
る
だ
ろ
う
。
"
洋
々
と
"
さ
わ
る
。
あ
た
か

も
水
が
満
ち
あ
ふ
れ
広
が

っ
て
い
く
よ
う

に
、
創
造

力
と
想
像
力
を
発
揮
し
て
触
学
す
る
。

 
石
創
画
に
よ
る
高
松
塚
古
墳
壁
画
は
、
さ
わ
る

マ

ナ
ー
を
確
認

・
普
及
す
る
た
め
の
展
示
物
と
し
て
位

置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
目
が
見
え
る

・
見
え
な

い
に
関
係
な
く
、
す
べ
て
の
来
館
者
が
触
覚

の
重
要

性
を
再
認
識
す
る
こ
と
が
僕
の
希
望
で
あ
る
。
手
で

作
ら
れ
た
芸
術
を
手
で
味
わ
う
。
優
し
く
、
ゆ

っ
く

り
、
洋
々
と
。
来
館
者

の
触
覚
の
交
流
か
ら
新
た
な

触
れ
合
い
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
願

っ
て
い
る
。

 
も
と
も
と
高
松
塚
古
墳
壁
画
は
被
葬
者
を
慰
め
、

安
ら
か
な
永
遠

の
眠
り
を
与
え
る
た
め

に
描
か
れ

た
。
そ
れ
が

一
九
七
二
年

に
発
掘
さ
れ
、

一
大
考
古

学
ブ
ー
ム
を
巻
き
起
こ
し
た
。
個
人
の
た
め
に
描
か

れ
た
壁
画
は
国
宝
に
指
定
さ
れ
、
多
数
の
人
が
見
学

で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
。
さ
て
二

一
世
紀

の
今

日
、

見
る
壁
画
か
ら
さ
わ
る
壁
画

へ
の
新
展
開
を
被
葬
者

は
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

東女子群像(東 側壁像復元図)
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