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一 虞 蓋 蓋

こ
の
六
月
十
五
日
で
文
化
庁
が
創
設
さ
れ
て
十
五
周
年
を
迎
え
る
。
私

自
身
、
こ
の
間
の
前
半
を
文
化
庁
の
本
庁
で
、
後
半
を
そ
の
附
属
機
関
で

過
ご
し
て
き
た
の
で
、
広
い
意
味
で
は
文
化
庁
と
と
も
に
歩
ん
だ
十
五
年

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
ん
な
こ
と
で
執
筆
の
依
頼
を
受
け
た
と
思
う
が
、

本
庁
自
体
に
い
る
と
、
そ
の
一
附
属
機
関
に
い
る
の
と
で
は
、
事
柄
の
捉

え
方
に
も
ズ
レ
が
あ
っ
て
首
尾
一
貫
し
た
内
容
は
期
し
え
な
い
が
、
文
化

庁
の
外
郭
に
い
る
者
と
し
て
文
化
庁
へ
の
注
文
を
も
加
え
て
、
そ
の
責
を

果
た
し
た
い
。

昨
年
七
月
臨
時
行
政
調
査
会
の
第
三
次
答
申
で
、
「
各
省
の
外
局
の
在
り

方
を
再
検
討
し
、
外
局
本
庁
の
組
織
が
著
し
く
大
き
い
も
の
、
そ
の
他
外

局
と
し
て
存
置
す
べ
き
特
段
の
事
由
の
あ
る
も
の
を
除
き
、
本
省
の
内
部

部
局
と
す
る
」
と
い
う
一
般
方
針
が
示
さ
れ
、
文
化
庁
の
内
局
化
が
強
行

さ
れ
る
か
と
心
配
し
て
い
た
が
、
最
終
的
に
は
、
文
化
庁
の
存
続
が
決
ま
っ

た
こ
と
を
聞
い
て
安
堵
の
胸
を
な
で
お
ろ
し
た
。
思
え
ば
、
文
化
庁
の
創

設
自
体
が
行
政
改
革
の
所
産
で
あ
っ
た
。
昭
和
四
十
二
年
、
当
時
の
佐
藤

栄
作
首
相
が
、
同
年
十
一
月
の
渡
米
に
先
立
っ
て
、
全
省
庁
を
通
じ
て
一

局
削
減
の
方
針
を
指
示
し
、
そ
の
方
針
に
対
応
す
る
苦
心
の
策
と
し
て
、

文
部
本
省
の
文
化
局
と
当
時
外
局
で
あ
っ
た
文
化
財
保
護
委
員
会
を
合
体

行
政
の
着
実
な
実
施
、
大
型
文
化
施
設
の
整
備
な
ど
に
お
か
れ
て
い
た
と

思
う
。
そ
の
他
国
語
問
題
の
解
決
や
宗
務
行
政
上
の
難
問
も
抱
え
て
い
た
。

さ
て
地
方
に
お
け
る
文
化
の
振
興
策
と
し
て
は
、
文
化
振
興
会
議
の
開

催
、
文
化
会
館
の
設
置
に
対
す
る
助
成
の
拡
大
（
四
十
三
年
五
館
、
五
十

七
年
二
十
二
館
）
、
移
動
芸
術
祭
、
青
少
年
芸
術
劇
場
、
こ
ど
も
芸
術
劇
場

の
実
施
が
年
々
拡
充
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
基
盤
と
な
る
地
方
公
共
団
体

に
お
け
る
文
化
行
政
五
｀
孟
官
課
の
設
置
勧
奨
に
は
特
に
力
を
入
れ
て
き
た

（
四
十
三
年
七
府
県
、
五
十
六
年
全
都
道
府
県
）
。
こ
う
し
て
地
方
に
お
け

る
文
化
の
振
興
の
気
運
は
年
々
盛
上
が
り
を
見
せ
、
昭
和
五
十
四
年
に
は

故
大
平
正
芳
首
相
が
国
会
施
政
方
針
演
説
に
お
い
て
、
「
文
化
の
時
代
」
を

唱
導
さ
れ
、
文
化
の
時
代
は
す
な
わ
ち
「
地
方
の
時
代
」
で
あ
る
と
い
い
、

地
方
に
お
け
る
文
化
に
対
す
る
関
心
と
努
力
は
並
々
な
ら
ぬ
も
の
と
な
っ

て
い
る
。
近
年
の
公
立
美
術
館
設
置
の
プ
ー
ム
と
も
い
う
べ
き
現
象
は
そ

の
端
的
な
あ
ら
わ
れ
と
い
っ
て
よ
い
。
（
現
在
数
、
九
十
九
館
と
い
わ
れ
、

更
に
増
加
が
見
込
ま
れ
て
い
る
）
。
財
政
面
を
み
て
も
中
央
の
そ
れ
が
年
々

縮
小
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
地
方
は
国
と
く
ら
べ
て

格
段
に
裕
福
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
地
方
に
お
け
る
文

化
振
興
の
情
勢
は
十
五
年
前
を
思
え
ば
隔
世
の
感
が
あ
り
、
こ
の
間
に
お

け
る
文
化
庁
の
役
割
は
そ
れ
な
り
に
評
価
さ
れ
て
よ
い
と
思
う
。
こ
れ
か

ら
の
地
方
に
お
け
る
文
化
振
興
の
た
め
の
文
化
庁
の
施
策
と
し
て
望
み
た

い
こ
と
は
、
地
方
の
要
望
を
い
か
に
汲
み
取
り
、
地
方
の
自
主
性
を
尊
重

し
つ
つ
、
国
に
要
請
さ
れ
る
助
力
を
行
う
か
と
い
う
基
本
に
立
っ
て
対
処

す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
地
方
の
人
々
に
と
っ
て
優
秀
な
芸
能
の
実
演
に
接

す
る
機
会
は
ま
だ
ま
だ
乏
し
い
と
い
う
実
態
は
あ
ま
り
改
善
さ
れ
て
い
な

い
と
思
う
の
で
、
そ
の
た
め
の
施
策
は
や
は
り
文
化
庁
が
中
心
と
な
っ
て

世
話
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
美
術
面
に
お
い
て
は
前
述

の
と
お
り
地
方
美
術
館
も
充
実
し
て
き
た
の
で
、
む
し
ろ
今
後
は
そ
れ
ぞ

れ
の
自
主
的
活
動
に
期
待
し
、
そ
の
求
め
に
応
じ
て
い
く
と
い
う
態
度
で

文

化

庁

創

設

十

五

周

年
す
る
こ
と
と
な
り
、
昭
和
四
十
三
年
六
月
十
五
日
文
化
庁
が
ス
タ
ー
ト
し

た
の
で
あ
る
。
法
隆
寺
壁
画
焼
損
の
大
事
件
に
触
発
さ
れ
た
世
論
を
背
景

と
し
て
昭
和
二
十
五
年
文
化
財
保
護
法
が
制
定
さ
れ
、
そ
の
実
施
機
関
と

し
て
創
設
さ
れ
た
文
化
財
保
護
委
員
会
の
十
五
年
以
上
に
わ
た
る
業
績
に

は
誠
に
み
る
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
。
他
方
芸
術
文
化
の
振
興
普
及
に
関
す

る
行
政
は
昭
和
四
十
一
年
の
文
化
局
の
新
設
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
そ
の

緒
に
つ
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
ま
た
文
化
財
行
政
と
芸
術
文
化
行
政
と

は
、
性
質
を
異
に
す
る
面
も
あ
る
が
、
両
者
と
も
に
文
化
に
関
す
る
行
政

で
あ
る
こ
と
や
、
ま
た
両
者
が
重
複
す
る
面
も
あ
る
。
例
え
ば
重
要
文
化

財
の
指
定
が
近
代
美
術
に
ま
で
及
ん
で
き
て
い
る
こ
と
や
、
歌
舞
伎
に
つ

い
て
み
て
も
伝
統
歌
舞
伎
の
保
存
と
同
時
に
新
作
歌
舞
伎
の
創
作
奨
励
を

行
う
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
だ
け
て
も
、
文
化
財
保
護
行
政

と
芸
術
文
化
行
政
が
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。
こ
う
し
た
背
景
が
あ
っ
た
だ
け
に
文
化
庁
の
創
設
は
、
行
政
改
革

の
た
め
に
と
ら
れ
た
窮
余
の
策
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
関
係
者
特

に
芸
術
文
化
関
係
者
の
間
で
は
大
き
く
歓
迎
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。

文
化
庁
発
足
に
当
た
っ
て
、
施
策
の
重
点
は
地
方
に
お
け
る
文
化
の
振

興
、
芸
術
文
化
行
政
の
積
極
的
拡
充
、
新
著
作
権
法
の
制
定
、
文
化
財
保
護

よ
い
と
思
う
。
た
だ
、
美
術
館
の
学
芸
ス
タ
ッ
フ
の
質
的
向
上
に
つ
い
て

文
化
庁
の
努
力
に
ま
つ
と
こ
ろ
大
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
現
在

博
物
館
法
に
定
め
る
学
芸
員
の
資
格
制
度
は
全
く
非
現
実
的
で
あ
っ
て
、

拡
大
す
る
美
術
館
の
要
請
に
答
え
う
る
も
の
と
は
い
い
が
た
い
。
美
術
館

の
専
門
学
芸
ス
タ
ッ
フ
の
資
格
基
準
と
い
っ
た
も
の
を
作
成
し
、
更
に
そ

の
基
準
を
み
た
す
に
足
る
程
度
の
養
成
研
修
施
設
を
設
定
す
る
程
の
気
構

え
で
対
処
し
で
も
ら
い
た
い
と
思
う
。
こ
の
点
に
関
す
る
限
り
、
い
か
に

地
方
の
時
代
と
い
っ
て
も
、
ま
た
現
在
の
大
学
の
体
制
で
は
対
応
す
る
こ

と
が
で
き
ず
、
文
化
庁
に
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
。

芸
術
文
化
の
振
興
普
及
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
前
記
の
地
方
に
お

け
る
文
化
振
興
と
重
な
る
も
の
を
除
い
て
も
、
芸
術
祭
の
拡
充
、
芸
術
家

在
外
研
修
の
拡
充
（
四
十
三
年
四
人
、
五
十
七
年
三
十
三
人
）
、
芸
術
関
係

団
体
補
助
（
四
十
三
年
一
•
四
億
円
、
五
十
七
年
十
ニ
・
五
億
円
）
な
ど
地

道
な
努
力
の
積
み
重
ね
の
跡
が
う
か
か
わ
れ
る
（
注
）
。
こ
れ
ら
の
施
策
の
成

果
は
目
立
た
ぬ
も
の
で
あ
る
が
、
最
も
基
礎
的
な
芸
術
振
興
策
で
あ
り
、

特
に
芸
術
関
係
団
体
補
助
な
ど
は
、
補
助
金
整
理
の
方
針
な
ど
と
矛
盾
し

て
そ
の
拡
充
は
な
か
な
か
難
し
い
で
あ
ろ
う
が
、
一
粒
の
麦
の
璧
の
よ
う

に
「
よ
い
地
に
落
ち
、
の
ぴ
て
育
っ
て
実
り
、
あ
る
い
は
三
十
倍
、
あ
る

い
は
六
十
倍
、
あ
る
い
は
百
倍
の
実
が
な
る
」
よ
う
な
効
果
を
期
待
で
き

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
ほ
し
い
。
芸
術
振
興
施
策
の
当
面
最

大
ゴ
ー
ル
で
あ
る
第
二
国
立
劇
場
（
仮
称
）
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
述
に
譲

る。
著
作
権
制
度
の
整
備
は
文
化
の
振
興
普
及
の
基
盤
と
な
る
も
の
も
あ
る

が
、
文
化
庁
発
足
よ
り
六
年
も
前
か
ら
改
正
作
業
が
続
け
ら
れ
て
き
た
新

著
作
権
法
は
、
昭
和
四
十
五
年
に
成
立
し
、
四
十
六
年
一
月
か
ら
施
行
さ

れ
、
著
作
権
保
護
の
水
準
は
先
進
国
並
み
と
な
っ
た
。
翌
四
十
七
年
頃
か

ら
写
真
の
パ
ロ
デ
ィ
事
件
が
再
三
に
わ
た
っ
て
訴
訟
と
な
り
、
関
係
者
の

議
論
を
高
か
ら
し
め
た
が
、
一
方
そ
の
後
の
音
楽
又
は
映
画
な
ど
を
簡
単

安

達

健
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蓋 必 豪蓋蓋蓋蓋蓋蓋臓蓋蓋亨

容
易
に
録
音
又
は
録
画
で
き
る
テ
ー
プ
又
は
ビ
デ
オ
及
ぴ
そ
れ
ら
の
再
製

機
器
の
異
常
な
普
及
に
伴
っ
て
、
著
作
権
者
な
い
し
は
著
作
隣
接
権
者
の

利
益
は
重
大
な
危
機
に
さ
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
く
に
昭
和
五
十

五
年
以
来
貸
レ
コ
ー
ド
業
の
急
速
な
増
加
に
伴
っ
て
レ
コ
ー
ド
に
関
連
す

る
音
楽
文
化
の
脅
威
が
叫
ば
れ
、
昭
和
五
十
七
年
に
は
、
「
商
業
用
レ
コ
ー

ド
の
公
衆
へ
の
貸
与
に
関
す
る
著
作
者
等
の
権
利
に
関
す
る
法
律
案
」
が

議
員
立
法
で
提
出
さ
れ
、
あ
る
い
は
同
年
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
著
作
物
と
認
め
る
旨
の
地
裁
の
判
決
が
出
て
、
著
作
権
を
め
ぐ
る
問

題
は
世
の
注
目
を
ひ
き
、
そ
れ
に
対
処
す
べ
き
方
策
を
求
め
る
声
が
強
く

な
っ
た
。
文
化
庁
で
も
、
今
年
一
月
当
面
対
処
す
べ
き
問
題
に
つ
い
て
の

対
策
を
等
作
権
審
議
会
に
求
め
ら
れ
、
目
下
精
力
的
な
検
討
が
進
め
ら
れ

て
い
る
。
著
作
権
制
度
は
、
新
し
い
社
会
の
進
展
に
即
応
す
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
と
も
に
、
国
際
著
作
権
界
の
動
向
を
も
ふ
ま
え
、
拙
速

を
さ
け
つ
つ
も
果
敢
な
態
度
で
臨
ま
れ
る
よ
う
文
化
庁
に
要
請
し
た
い
。

文
化
財
保
護
行
政
に
つ
い
て
は
、
文
化
庁
の
着
実
な
対
応
振
り
は
各
方

面
か
ら
評
価
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
つ
。
そ
の
点
で
特
に
顕
著
と
認
め
ら

れ
る
の
は
埋
蔵
文
化
財
行
政
の
進
展
だ
ろ
う
と
思
う
。
進
展
と
い
う
の
は

一
面
に
お
い
て
、
こ
の
十
五
年
間
に
お
い
て
貴
重
と
い
う
以
上
に
稀
有
と

も
い
う
べ
き
、
重
要
な
遺
跡
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
発
見
さ
れ
た
こ
と
を
含
む
。

高
松
塚
古
墳
壁
画
の
発
見
（
昭
和
四
十
七
年
）
、
稲
荷
山
古
墳
出
土
の
鉄
剣

文
字
の
解
読
（
昭
和
五
十
三
年
）
、
太
安
萬
侶
墓
の
発
見
（
昭
和
五
十
四
年
）
、

あ
る
い
は
最
近
の
飛
鳥
山
田
寺
回
廊
部
分
で
の
最
古
の
木
造
建
築
物
の
出

土
（
昭
和
五
十
七
年
）
な
ど
豊
富
な
発
見
が
つ
づ
い
た
。
こ
れ
ら
に
対
し

て
文
化
庁
な
い
し
は
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
な
ど
が
適
切
な
対
策
を
講

じ
、
世
の
期
待
に
こ
た
え
て
き
た
と
思
う
。
他
方
感
慨
に
た
え
な
い
の
は

一
般
の
埋
蔵
文
化
財
の
発
掘
に
係
る
も
の
で
あ
る
。
文
化
庁
に
対
す
る
埋

蔵
文
化
財
発
掘
届
出
件
数
は
昭
和
四
十
三
年
八
百
三
十
一
件
だ
っ
た
も
の

が
、
昭
和
五
十
七
年
に
は
一
万
二
千
件
を
超
え
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
わ

国
立
文
楽
劇
場
は
、
そ
れ
ぞ
れ
本
年
又
は
明
年
三
月
に
は
オ
ー
プ
ン
さ
れ

る
と
い
う
。

他
方
文
化
庁
創
設
以
来
最
大
の
努
力
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
国
立
歴
史
民

俗
博
物
館
も
本
年
三
月
十
六
日
に
開
館
日
を
迎
え
た
。
基
本
構
想
の
策
定
、

千
葉
県
佐
倉
城
跡
の
用
地
の
取
得
、
芦
原
義
信
氏
設
計
に
よ
る
施
設
の
建

築
、
定
員
の
確
保
な
ど
文
化
庁
の
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
た
め
に
払
っ

た
努
力
は
「
筆
舌
に
尽
く
し
難
い
も
の
が
あ
っ
た
」
（
同
館
開
館
式
に
お
け

る
坂
本
太
郎
博
士
の
あ
い
さ
つ
）
。
昭
和
五
十
六
年
以
来
国
立
大
学
共
同
利

用
機
関
に
移
管
さ
れ
た
が
、
国
立
歴
史
民
俗
禅
物
館
は
文
化
庁
創
設
以
来

乏
し
い
予
算
を
工
面
し
、
約
百
二
十
二
億
円
の
経
費
を
投
じ
、
二
十
二
人

の
定
員
を
用
意
し
た
ま
ぎ
れ
も
な
い
文
化
庁
の
偉
大
な
成
果
な
の
だ
。

文
化
庁
の
人
々
は
こ
の
こ
と
を
大
い
に
広
言
し
、
後
世
に
言
伝
え
て
も

ら
い
た
い
と
思
う
。
残
さ
れ
た
大
き
な
国
立
文
化
施
設
の
創
設
は
第
二
国

立
劇
場
で
あ
る
。
第
二
国
立
劇
場
の
問
題
は
文
化
庁
創
設
以
前
か
ら
構
想

さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
準
備
活
動
が
本
格
化
し
た
の
は
、
昭
和
四
十
七
年

第
二
国
立
劇
場
設
立
準
備
協
議
会
が
設
置
さ
れ
て
か
ら
で
あ
る
。
敷
地
の

確
保
に
手
間
取
り
、
旧
東
京
教
育
大
学
農
学
部
跡
地
が
む
ず
か
し
く
な
り
、

東
京
工
業
試
験
所
跡
地
（
渋
谷
区
・
初
台
）
を
中
心
と
し
て
第
二
国
立
劇

場
用
地
が
決
定
し
た
の
は
昭
和
五
十
五
年
五
月
の
こ
と
で
こ
の
間
十
年
の

歳
月
を
要
し
て
い
る
が
、
現
在
は
建
築
設
計
競
技
の
実
施
に
必
要
な
面
積

査
定
が
関
係
当
局
と
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
聞
く
。
気
宇
広
大
に
世
界
に
冠

た
る
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
オ
ペ
ラ
劇
場
の
建
設
を
め
ざ
し
て
も
ら
い
た
い

と
思
う
。
経
費
も
五
百
億
を
超
す
と
予
想
さ
れ
る
だ
け
に
文
化
庁
と
し
て

は
大
変
な
仕
事
だ
と
思
う
が
、
途
中
で
手
に
負
え
な
い
な
ど
と
投
げ
出
す

よ
う
な
こ
と
は
決
し
て
せ
ず
、
最
後
ま
で
文
化
庁
の
手
で
完
成
し
育
て
て

も
ら
い
た
い
と
願
っ
て
や
ま
な
い
。

文
化
の
国
際
交
流
に
つ
い
て
文
化
庁
に
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
も
大
き

い
。
文
化
庁
開
設
以
来
文
化
庁
が
実
質
的
に
寄
与
し
た
海
外
展
は
二
十
三

が
経
済
は
、
文
化
庁
発
足
当
初
の
高
度
成
長
か
ら
、
昭
和
四
十
八
年
頃
か

ら
安
定
成
長
期
に
入
っ
た
の
で
あ
る
が
、
道
路
建
設
住
宅
の
た
め
の
土
地

開
発
な
ど
の
騰
勢
は
依
然
と
し
て
続
き
、
そ
れ
に
伴
う
埋
蔵
文
化
財
の
発

掘
の
必
要
性
も
増
大
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
文
化
庁
発
足
当
初
は
津
島

遺
跡
（
岡
山
市
）
、
難
波
宮
跡
（
大
阪
市
）
綾
羅
木
郷
遺
跡
（
下
関
市
）
、

伊
場
遺
跡
（
浜
松
市
）
な
ど
で
社
会
問
題
化
し
た
事
件
も
あ
っ
た
が
、
最

近
に
お
い
て
そ
う
し
た
事
例
を
あ
ま
り
聞
か
な
く
な
っ
た
。
こ
う
し
て
埋

蔵
文
化
財
を
め
ぐ
っ
て
、
存
続
か
破
壊
か
と
い
っ
て
争
う
よ
う
な
ト
ラ
プ

ル
は
依
然
と
し
て
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
私
達
の
耳
に
届
か
な
く
な
っ
た
の

は
、
い
ろ
い
ろ
の
要
因
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
昭
和
五
十
年
に
成
立
し

た
文
化
財
保
護
法
の
改
正
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
事
前
協
議
制
の
励
行
、

埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
で
あ
る
土
地
の
買
上
に
つ
い
て
昭
和
四
十
八
年
か
ら

八
割
補
助
や
先
行
取
得
に
対
す
る
補
助
が
実
現
さ
れ
た
こ
と
、
奈
良
国
立

文
化
財
研
究
所
に
お
け
る
埋
蔵
文
化
財
専
門
職
員
の
研
修
の
拡
充
が
あ
げ

ら
れ
よ
う
。
他
方
こ
れ
ら
に
対
応
し
て
各
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
埋
蔵

文
化
財
担
当
職
員
の
著
し
い
増
加
で
、
昭
和
四
十
五
年
都
道
府
県
百
三
十

一
人
で
あ
っ
た
も
の
が
、
昭
和
五
十
七
年
に
は
市
町
村
分
を
あ
わ
せ
て
約

二
千
四
百
人
に
達
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
地
方
の
埋
蔵
文
化
行
政
体
制
の

整
備
に
よ
っ
て
、
個
々
の
事
案
に
対
す
る
処
理
も
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
が
最
大
の
要
因
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
し
か
し
わ
が
国
の
歴

史
の
跡
は
長
く
、
古
い
も
の
が
あ
る
。
地
下
に
眠
る
埋
蔵
文
化
財
の
保
護

を
図
り
つ
つ
、
土
地
開
発
を
進
め
て
い
く
こ
と
は
し
か
し
容
易
な
業
で
は

な
い
。
今
後
と
も
民
間
の
理
解
と
協
力
を
え
つ
つ
、
国
と
地
方
公
共
団
体

一
体
と
な
っ
て
一
段
の
努
力
を
傾
注
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
や
ま
な
い
。

最
後
に
国
立
文
化
施
設
の
設
置
で
あ
る
が
、
文
化
庁
創
設
以
来
構
想
さ

れ
て
い
た
も
の
が
、
徐
々
に
で
は
あ
る
が
、
着
実
に
実
現
さ
れ
つ
つ
あ
る

こ
と
は
慶
賀
に
堪
え
な
い
。
国
立
演
芸
場
は
昭
和
五
十
四
年
三
月
に
開
場

さ
れ
、
落
語
、
講
談
の
大
き
な
支
え
に
な
っ
て
い
る
し
、
国
立
能
楽
堂
、

件
と
数
多
い
。
最
近
で
は
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
ン
ド
ン
で
開
催
さ
れ
た
江
戸
展
、

ア
メ
リ
カ
の
ボ
ス
ト
ン
、
シ
カ
ゴ
、
ロ
ス
ア
ン
ゼ
ル
ス
の
三
か
所
で
の
人

間
国
宝
展
な
ど
記
憶
に
新
し
い
。
こ
れ
ら
の
展
覧
会
は
実
質
的
に
文
化
庁

が
組
織
し
、
実
施
に
大
変
な
協
力
を
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
化

庁
の
寄
与
は
余
り
一
般
に
知
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
文

化
庁
は
も
っ
と
正
当
な
ピ
ー
ア
ー
ル
を
す
べ
き
だ
と
思
う
し
、
ピ
ー
ア
ー

ル
は
別
と
し
て
更
に
一
層
の
積
極
的
な
姿
勢
が
望
ま
れ
る
。
こ
の
点
に
関

連
し
て
わ
が
国
の
近
代
美
術
館
に
は
欧
米
の
近
現
代
の
美
術
作
品
が
極
め

て
少
な
く
、
先
進
国
に
比
べ
て
お
く
れ
が
甚
だ
し
い
。
今
に
し
て
適
切
な

方
策
を
た
て
な
け
れ
ば
千
載
に
悔
を
残
す
こ
と
を
銘
記
し
、
な
ん
と
か
打

開
策
を
講
じ
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
。

国
語
問
題
に
つ
い
て
も
、
長
年
の
懸
案
だ
っ
た
漢
字
施
策
に
つ
い
て
、

目
や
す
と
し
て
常
用
漢
字
表
が
制
定
さ
れ
た
り
し
、
現
在
仮
名
遣
い
の
審

議
が
行
わ
れ
て
い
る
と
聞
く
。
こ
れ
が
解
決
す
る
と
一
連
の
国
語
施
策
の

再
検
討
が
終
る
こ
と
と
な
る
。

最
後
に
文
化
庁
に
対
す
る
私
の
秘
か
な
る
願
い
の
こ
と
ば
を
記
し
て
お

き
た
い
。
そ
れ
は
、
将
来
と
も
文
化
庁
が
積
極
的
に
行
動
す
る
文
化
庁
で

あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
財
政
事
情
の
厳
し
い
中
に
あ
っ
て

そ
う
し
た
言
い
方
を
す
る
の
が
無
理
な
の
は
私
も
承
知
し
て
い
る
。
し
か

し
、
業
績
に
よ
っ
て
の
み
、
行
政
は
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

笛
ま
た
、
昭
和
四
十
七
年
度
か
ら
優
秀
映
画
奨
励
金
交
付
制
度
（
年
間
十
本
、

一
本
一
千
万
円
）
が
創
設
さ
れ
、
日
本
映
画
の
振
興
の
支
え
と
な
っ
た
。
な

お
本
年
、
カ
ン
ヌ
映
画
祭
で
グ
ラ
ン
プ
リ
を
獲
得
し
た
今
村
昌
平
監
督
の
「
楢

山
節
考
」
を
こ
れ
と
結
ぴ
つ
け
る
の
は
、
や
や
我
田
引
水
の
そ
し
り
が
あ
る

か
も
し
れ
な
い
が
•
…
•
•
O

こ
の
優
秀
映
画
奨
励
金
交
付
制
度
の
ほ
か
、
昭
和
五
十
一
年
度
か
ら
、
こ

ど
も
向
け
の
テ
レ
ピ
用
優
秀
映
画
に
つ
い
て
も
製
作
奨
励
金
（
年
間
五
本
、

一
本
六
百
万
円
）
の
交
付
制
度
を
設
け
て
い
る
。

（
東
京
国
立
近
代
美
術
館
長
、
元
文
化
庁
長
官
）
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璽
歌
舞
伎
鑑
岱
数
室
（
大
劇
場
）

解

説

歌

舞

伎

の

み

か

た

け

せ

い

は

＇

ハ

こ

9

"

-

、1

傾

城

反

魂

香

ー

吃

又

ー

七
月
二
日

1
二
十
一
日

歌
舞
伎
鑑
賞
教
室
、
第
二
十
一
二
回
目
の
公

涼
は
、
岩
井
半
四
郎
の
解
説
と
、
近
松
門
左

衛
門
作
『
傾
城
反
魂
香
ー
吃
又
ー
』
で
あ
る

c

国
立
削
場
公
涼
て
は
陀
和
四
十
六
年
六
月
に

辰
之
助
の
又
平
、
菊
之
助
（
現
・
菊
五
郎
）

の
お
と
く
て
上
演
し
て
以
来
で
あ
る
が
、
毎

年
と
こ
か
の
闘
場
で
一
度
は
見
ら
れ
る
と
い

っ
て
も
良
い
ボ
ピ
ュ
ラ
ー
な
演
目
だ
c

今
回

は
尾
上
松
緑
指
約
に
よ
リ
、
又
平
を
市
川
浙

老
蔵
、
お
と
く
は
前
回
同
椋
屋
上
菊
五
郎
か

演
じ
る
。

宝
永
丘
年
（
一
七

0
八
）
、
人
阪
の
竹
本
座

で
人
形
浄
瑠
璃
と
し
て
初
派
さ
れ
た
。
狩
野

.,JL
信
の
二
百
可
十
年
忌
を
あ
て
こ
ん
て
上
演

さ
れ
た
も
の
て
‘
盆
場
人
物
に
は
歴
史
上
の

人
物
が
多
い
。
土
佐
光
信
が
室
町
船
府
の
絵

所
を
預
か
り
、
土
佐
派
の
地
位
を
確
立
し
た

史
実
を
下
敷
き
に
、
絵
が
も
た
ら
す
、
諸
々

の
不
思
議
か
事
件
を
息
わ
ぬ
方
向
へ
展
開
含

せ
て
い
く
。

原
作
は
全
＿
二
段
の
長
く
複
雑
な
作
品
だ
か
、

現
在
の
歌
舞
伎
で
は
上
の
巻
後
半
場
面
で
あ

る
士
佐
将
監
閑
居
の
段
だ
け
独
立
し
て
上
演

さ
れ
て
い
る
。

〈
あ
ら
す
じ
〉

絵
師
・
土
佐
将
揺
は
、
天
皇
の
御
勘
気
を

て
い
る
。
或
る
日
、

百
姓
か
大
勢
や
っ
て
き
て
、
虎
ガ
村
々
ふ
ど
荒

し
回
っ
て
い
る
の
で
退
治
に
来
た
と
言
う
。

弟
子
の
修
理
之
助
は
、
日
本
に
虎
は
い
な
い

と
た
し
な
め
る
ガ
、
な
ん
と
薮
陰
よ
り
大
き

な
虎
か
姿
を
現
わ
し
た
。
し
か
し
将
監
は
｀

そ
れ
か
本
物
の
虎
で
は
な
く
｀
狩
野
元
信
の

抽
い
た
絵
に
魂
が
入
っ
て
抜
け
出
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
石
破
し
た
c

修
理
之
助
は
卯

い
出
て
、
憲
を
た
っ
ぷ
り
と
ふ
く
ま
せ
た
知
'

て
、
み
こ
と
虎
を
消
し
て
み
せ
る
。
将
監
は

直
ち
に
修
理
之
助
に
土
佐
の
姓
を
許
し
、
印

可
（
免
状
）
を
与
え
た
。

そ
こ
へ
又
平
か
女
房
お
と
く
と
共
に
師
匠

を
見
舞
い
に
や
っ
て
く
る
。
又
平
は
仰
理
之

助
の
兄
弟

f
"
生
ま
れ
つ
い
て
の
吃
り
故
、

女
房
の
助
け
を
借
り
な
け
れ
は
自
分
の
意
志

を
人
に
伝
え
る
こ
と
が
て
き
な
い
。
し
か
し
、

勅
勘
を
受
け
た
師
を
毎
日
の
よ
う
に
見
舞
う

誠
実
な
男
て
あ
る
む
又
平
は
自
分
に
も
土
佐

の
姓
を
名
乗
ら
せ
て
ほ
し
い
と
哀
顔
す
る
か
、
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追
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／
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介
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＿
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術
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