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言
葉
を
使
っ
て
い
る
し
、
ユ
ネ
ス

n

は

cultural

h
e
r
i
t
a
g
e
 
(
文
化
遺
産
）
と
い
う
場
合
が
多
い
の
で

す
。
日
本
の
文
化
財
保
護
法
は
最
も
整
備
し
た
法
律

体
系
と
し
て
開
発
途
上
国
の
保
護
制
度
の
範
と
さ
れ

て
い
る
よ
う
で
す
が
、
一
面
で
は
、
整
い
過
ぎ
て
い

て
、
優
等
生
の
作
文
み
た
い
で
行
政
力
に
か
け
て
い

る
と
の
批
判
も
あ
り
ま
す
。

坂
本
玩
物
喪
志
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、

余
り
整
い
過
ぎ
る
と
ど
こ
に
本
質
が
あ
る
の
か
分
か

ら
な
く
な
る
。
い
ま
の
史
跡
指
定
は
、
考
古
学
に
偏

し
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
発
掘
を
し
な
い
と
史
跡
に

指
定
し
な
い
と
い
う
の
が
常
識
み
た
い
に
な
っ
て
い

ま
す
が
、
ち
ょ
っ
と
行
き
過
ぎ
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う

ん
で
す
。
旧
来
の
由
緒
が
あ
り
、
地
形
上
も
立
派
な

景
観
を
そ
な
え
て
い
る
も
の
や
、
外
見
上
明
ら
か
に

監
史
上
の
遺
跡
が
埋
蔵
さ
れ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ

は
、
あ
え
て
全
部
発
掘
し
な
く
て
も
、
ま
ず
、
指
定

を
行
う
と
い
う
こ
と
が
大
事
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ね
。

こ
ん
な
こ
と
を
い
う
と
大
勢
い
る
考
古
学
者
に
叱
ら

れ
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
…
・
:
（
笑
）
＾
）

終
戦
前
の
こ
と
で
す
が
、
明
治
天
皇
聖
跡
と
い
う

も
の
を
全
国
に
わ
た
っ
て
闘
査
し
、
各
地
ご
巡
幸
の
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石
井
新
指
定
に
埋
蔵
文
化
財
が
多
い
と
い
う
の

は
、
開
発
の
影
響
だ
と
思
い
ま
す
。
け
さ
出
が
け
に

千
葉
県
で
、
昨
年
一
年
間
に
ど
の
位
開
発
事
業
の
相

談
が
教
育
委
員
会
に
持
ち
込
ま
れ
た
か
を
調
べ
て
見

ま
し
た
ら
、
何
と
約
五
百
件
、
そ
の
う
ち
百
件
は
、

発
掘
と
文
化
財

角
井
（
司
会
）
文
化
財
保
護
の
「
文
化
財
」
と

い
う
言
葉
は
、
わ
か
っ
た
よ
う
で
、
も
一
っ
わ
か
ら

な
い
と
い
う
人
が
あ
り
ま
す
。
史
跡
。
名
勝
・
天
然

記
念
物
か
ら
美
術
工
芸
品
や
建
造
物
そ
れ
に
町
並
な

ど
と
い
う
有
形
文
化
財
の
ほ
か
に
伝
統
芸
能
や
工
芸

技
術
の
よ
う
な
無
形
の
手
わ
ざ
ま
で
、
文
化
財
と
い

う
言
葉
で
総
括
し
て
い
る
せ
い
で
し
ょ
う
か
。
一
般

の
方
々
は
文
化
財
と
い
う
言
葉
で
何
を
ま
ず
忌
い
悸

か
べ
る
で
し
ょ
う
か
。

石
井
日
光
、
高
松
塚
、
そ
れ
に
古
墳
や
貝
塚
な

ど
の
歴
史
的
遺
産
を
真
先
に
忌
い
浮
か
べ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
の
県
が
全
国
有
数
の
貝
塚
県

で
、
加
曽
利
貝
塚

p

堀
之
内
貝
塚
等
と
い
う
整
備
さ

れ
た
遺
跡
が
あ
る
か
ら
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
。

関
野
ア
メ
リ
カ
で
は
，
文
化
財
保
護
の
代
わ
り

に

historic
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
 
(
歴
史
保
存
）
と
い

う
言
い
方
を
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
史
跡
中
心
に

保
護
す
る
行
き
方
で
す
。
文
化
財
を
欧
州
諸
国
は
、

m
o
n
u
m
e
n
t
 h
i
s
t
o
r
i
q
u
e
 
(
歴
史
記
念
物
）
と
い
う

際
の
御
野
立
所
と
か
宿
泊
所
と
か
を
指
定
し
た
ん
で

す
。
こ
れ
は
、
占
領
軍
の
指
令
で
全
部
解
除
さ
れ
て

し
ま
い
、
そ
の
た
め
、
当
時
指
定
さ
れ
た
本
陣
な
ん

か
で
朽
ち
果
て
て
し
ま
っ
た
も
の
も
少
な
く
な
い
ん

で
す
。
こ
う
い
う
も
の
は
、
今
一
度
見
直
す
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
い
で
す
か
ね
。
日
本
人
に
と
っ
て

は
、
明
治
初
年
に
、
明
治
天
皇
が
全
国
を
巡
幸
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
は
、
大
へ
ん
重
い
歴
史
的
事
実
な
の

で
す
か
ら
、
そ
の
遺
跡
が
残
っ
て
い
れ
ば
、
矢
張
り

顕
彰
す
べ
き
も
の
だ
と
考
え
る
の
で
す
が
：
…•O

と
も
か
く
昨
今
は
、
毎
年
、
考
古
学
的
な
遺
跡
の

指
定
が
非
常
に
多
く
て
史
跡
指
定
の
大
半
を
占
め
て

い
る
状
態
な
ん
で
す
。
こ
れ
は
、
闘
査
官
の
数
が
少

な
い
と
い
う
こ
と
に
も
よ
る
で
し
ょ
う
が
•
•
•
…
。

文
化
財
と
歴
史
保
存
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届
や
許
可
申
請
と
い
う
形
で
文
化
庁
に
持
ち
込
ん
で

い
る
ん
で
す
。

角
井
そ
の
発
掘
届
出
件
数
で
す
が
、
十
年
前
に

は
全
国
で
年
間
五
百
件
足
ら
ず
だ
っ
た
も
の
が
、
い

ま
は
、
五
千
件
を
超
え
る
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
す

ね
。
新
指
定
に
埋
蔵
文
化
財
関
係
が
多
い
と
い
う
の

も
、
考
古
学
者
の
影
孵
よ
り
、
む
し
ろ
「
開
発
」
に

対
し
て
文
化
財
を
守
る
た
め
、
止
む
を
博
ず
掘
っ
て

確
か
め
ざ
る
を
得
な
い
。
万
一
貴
重
な
遺
構
が
発
見

さ
れ
た
ら
、
文
化
庁
と
し
て
は
、
開
発
を
中
止
さ
せ

て
、
指
定
す
る
な
り
、
何
ら
か
の
保
護
措
置
を
諧
じ

な
く
て
は
な
ら
な
い
責
任
が
あ
る
か
ら
な
の
で
す

C

坂
本
分
か
ら
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
う

い
う
受
身
の
文
化
財
保
護
の
結
果
が
、
掘
っ
た
も
の

を
埋
め
戻
し
て
お
け
ば
そ
れ
で
い
い
と
い
う
梢
柩
的

態
度
を
生
む
訳
で
す
。
も
っ
と
積
樹
的
に
歴
史
展
示

に
努
力
す
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
春
公
表

さ
れ
た
文
化
行
政
長
期
総
合
計
画
に
つ
い
て
の
提
案

で
も
、
例
え
ば
、
美
術
工
芸
品
に
つ
い
て
「
従
来
｀

芸
術
的
な
価
値
に
璽
点
が
置
か
れ
た
指
定
が
多
く
、

暦
史
上
の
価
値
に
着
目
し
た
指
定
が
少
な
い
。
更
に

古
文
書
、
歴
史
資
料
の
指
定
も
十
分
で
は
な
い
。
ま

育
の
問
題
な
ど
に
つ
い
て
も
積
匝
的
に
発
言
で
き
る

ょ
う
体
制
を
整
え
る
べ
き
だ
、
と
い
う
も
の
で
す
。

こ
れ
は
、
き
び
し
い
見
方
を
し
ま
す
と
、
従
来
の

文
化
行
政
に
対
す
る
批
判
と
も
受
け
と
れ
ま
す
。
い

ま
ま
で
の
文
化
行
政
の
方
向
は
、
欧
米
か
ら
東
京
、

東
京
か
ら
各
都
道
府
県
や
市
町
村
と
い
う
具
合
で
し

た
。
つ
ま
り
、
文
化
行
政
最
大
の
眼
目
は
、
欧
米
文

化
に
学
ぶ
こ
と
で
、
学
習
中
心
、
教
育
中
心
だ
っ
た

と
い
え
ま
す
。
そ
の
学
校
教
育
の
場
で
も
邦
楽
邦
舞

に
代
わ
っ
て
ピ
ア
ノ
や
ダ
ン
ス
が
う
え
つ
け
ら
れ
る

と
い
う
一
事
を
見
て
も
知
れ
る
よ
う
に
輸
入
文
化
中

心
の
文
化
行
政
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
結
果
、

い
ま
に
な
っ
て
日
本
文
化
の
影
が
う
す
れ
、
国
際
的

に
も
問
題
化
し
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
今
後
は

地
方
の
文
化
活
動
を
大
事
に
し
て
、
地
域
的
な
も
の

ー
ひ
い
て
は
日
本
的
な
も
の
を
堀
り
起
こ
し
、
育

て
て
、
輪
出
す
る
文
化
行
政
を
や
ら
な
け
れ
ば
い
け

な
い
と
い
う
風
に
も
と
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
文
化
財

保
護
に
と
っ
て
も
重
大
な
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
文

化
財
こ
そ
文
化
の
原
点
で
あ
る
。
文
化
財
保
護
行
政

は
、
単
に
文
化
財
の
保
存
を
全
う
す
る
に
止
ま
ら

ず
、
そ
の
活
用
を
盛
ん
に
し
て
、
地
域
文
化
、
ひ
い

た
、
時
代
的
に
い
え
ば
近
世
、
近
代
の
も
の
の
指
定

に
遅
れ
が
見
ら
れ
る
。
」
と
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
そ

の
あ
と
に
「
産
業
上
交
通
・
土
木
等
に
関
す
る
遺

跡
、
中
世
の
城
郭
等
の
指
定
も
そ
の
数
が
少
な
い
。

l

と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
確
か
に
そ
の
と
お
り
で

す
の
で
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
を
改
善
し
て
、
も
っ
と

指
定
の
範
固
を
広
め
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。

角
井
い
ま
坂
本
先
生
が
挙
げ
ら
れ
ま
し
た
「
文

化
行
政
長
期
総
合
計
画
に
つ
い
て
」
で
す
が
、
こ
れ

は
内
村
直
也
さ
ん
等
学
識
経
験
者
の
方
々
に

P

わ
が

国
の
文
化
行
政
の
こ
れ
か
ら
の
あ
り
方
に
つ
い
て
ご

意
見
を
ま
と
め
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
、
文
化
財
保

護
行
政
を
ふ
く
む
、
そ
れ
よ
り
も
っ
と
広
い
文
化
全

体
に
か
か
わ
る
問
題
を
取
上
げ
て
お
ら
れ
ま
す
け
れ

ど
も
s

こ
れ
か
ら
の
文
化
行
政
の
ね
ら
い
と
す
る
方

向
と
し
て
、
五
つ
の
点
を
打
ち
出
し
て
い
ま
す
。

―
つ
は
参
加
す
る
文
化
活
動
と
い
う
こ
と
で
、
ア

マ
チ
ニ
ノ
の
文
化
活
動
を
賂
ん
に
、
と
い
う
意
見
。

二
番
目
が
地
域
文
化
の
振
興
と
い
う
こ
と
で
す
。

て
は
日
本
文
化
の
創
造
に
大
い
に
役
立
た
せ
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
近
ご
ろ
、
歴
史
プ
ー
ム
と
い
い
ま
す

け
れ
ど
も
、
古
き
良
き
も
の
を
た
ず
ね
る
と
い
う
人

々
の
心
の
中
に
は
、
や
は
り
、
輸
入
文
化
じ
ゃ
な
く

て
、
土
糟
の
、
永
年
に
わ
た
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
祖

先
が
培
っ
て
来
た
固
有
の
文
化
へ
の
憧
憬
が
あ
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
…
…
。

関
野
日
本
文
化
の
輸
出
と
い
う
考
え
方
で
す

が
、
い
ま
ま
で
欧
州
文
化
を
取
り
入
れ
て
ぎ
た
。
明

治
の
初
め
、
日
本
が
近
代
化
す
る
第
一
歩
と
し
て
、

大
い
に
西
洋
を
謳
歌
し
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
と
き

す
で
に
あ
る
意
味
で
、
日
本
の
文
化
に
つ
い
て
の
反

省
は
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
む
し
ろ
明
治
三
十
年
に
古

社
寺
保
存
法
が
生
ま
れ
る
背
最
と
し
ま
し
て
、
日
本

の
文
化
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
自

覚
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
保
存
が
大

正
年
間
に
始
ま
り
ま
し
た
。
こ
の
発
端
は
ま
さ
に
明

治
の
末
年
に
あ
り
ま
す
。
西
洋
文
化
を
日
本
に
取
り

入
れ
る
こ
と
に
伴
っ
て
、
近
代
化
が
進
行
し
、
産
業

の
勃
興
が
あ
る
。
工
場
を
建
て
、
汚
水
を
流
し
、
悪

臭
を
放
っ
た
事
実
が
、
す
で
に
明
治
時
代
に
国
際
的

文
化
行
政
長
期
総
合
計
画

こ
れ
は
、
中
央
文
化
ー
ー
と
い
う
概
念
が
あ
る
か
ど

う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
東
京
中
心
の
文
化
行
政
に

対
し
て
、
地
域
色
鮮
や
か
な
文
化
を
育
む
べ
し
と
い

う
こ
と
で
す
。

三
番
目
が
文
化
の
多
極
集
中
化
と
い
う
テ
ー
マ
で

す
。
こ
れ
ま
で
文
化
と
い
っ
た
場
合
、
と
か
く
東
京

へ
一
極
集
中
で
あ
っ
た
も
の
を
、
も
っ
と
分
散
し
な

け
れ
ば
い
け
な
い
。
し
か
し
単
な
る
分
散
で
は
文
化

と
い
う
も
の
の
性
格
上
、
雲
散
霧
消
し
て
し
ま
う
恐

れ
が
あ
る
の
で
、
い
く
つ
か
の
諏
に
分
け
て
そ
こ
に

集
中
し
て
文
化
の
振
興
を
図
る
よ
う
な
計
圃
を
立
て

る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
意
見
で
す
。

四
番
目
が
文
化
の
国
際
交
流
で
す
が
、
従
来
は
、

と
か
く
欧
米
か
ら
の
輸
入
一
辺
倒
で
あ
っ
た
。
そ
う

い
う
傾
向
に
対
し
て
、
こ
れ
か
ら
は
ア
ジ
ア
、
ア
フ

リ
カ
等
欧
米
以
外
の
地
域
か
ら
の
輸
入
と
同
時
に
日

本
文
化
の
輸
出
を
考
え
る
と
い
う
よ
う
な
方
向
に
転

換
を
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

五
番
目
は
、
各
省
庁
の
行
政
が
文
化
に
深
く
関
連

し
て
い
ま
す
の
で
、
関
連
す
る
行
政
に
つ
い
て
も
文

化
振
興
の
立
場
か
ら
意
見
を
積
極
的
に
い
う
べ
き
で

は
な
い
か
、
町
名
変
更
の
問
題
、
あ
る
い
は
国
語
教

に
あ
り
ま
し
た
。
で
、
三
好
学
先
生
が
プ
ロ
シ
ャ
か

ら
帰
っ
て
こ
ら
れ
て

5

史
跡
あ
る
い
は
天
然
記
念
物

保
存
に
つ
い
て
の
建
議
を
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

そ
う
い
う
ふ
う
に
、
西
洋
文
化
を
日
本
に
導
入
し

た
時
点
で
す
で
に
、
日
本
の
伝
統
が
古
い
し
、
そ
れ

だ
け
立
派
な
も
の
を
持
っ
て
い
た
か
ら
、
日
本
の
文

化
人
や
学
者
も
、
そ
う
い
う
矛
盾
は
見
抜
い
た
と
思

う
わ
け
で
す
。
こ
う
い
う
積
み
重
ね
の
上
に
今
日
が

あ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

一
番
最
近
の
例
と
し
ま
し
て
は
、
戦
後
復
興

5

産

業
の
高
度
成
長
の
中
で
文
化
財
が
開
発
に
よ
っ
て
大

変
痛
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
中
央
ば
か
り
で

な
く
、
や
は
り
地
方
の
文
化
を
失
っ
て
い
く
こ
と
は

非
常
に
残
念
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
を
守
っ
て
い
こ

う
と
す
る
気
持
ち
が
、
地
方
の
方
々
の
中
か
ら
生
ま

れ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

近
代
化
が
世
界
中
の
文
化
を
水
平
に
な
ら
し
て
し

ま
う
。
国
々
あ
る
い
は
民
族
の
特
徴
を
な
く
し
て
し

ま
う
。
み
ん
な
均
一
な
ー
—i
こ
の
建
物
の
窓
か
ら
見

え
る
よ
う
な
、
四
角
な
鉄
と
セ
メ
ン
ト
と
ガ
ラ
ス
の

建
物
に
な
っ
て

f

飛
行
機
で
ど
こ
へ
行
っ
て
も
同
じ

よ
う
な
生
活
、
同
じ
よ
う
な
蝶
境
で
す
。
そ
こ
で
、
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の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

石
井
さ
っ
き
司
会
者
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
長
期
懇

の
文
化
行
政
の
こ
れ
か
ら
の
方
向
、
と
く
に
参
加
す

る
文
化
活
動
の
奨
励
、
そ
の
文
化
活
動
へ
の
参
加
が

文
化
財
へ
の
眼
を
開
く
落
つ
き
を
回
復
す
る
き
っ
か

け
を
作
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
、

こ
の
参
加
す
る
文
化
活
動
の
育
成
と
か
、
地
域
文
化

の
振
興
と
か
い
う
理
念
に
全
く
贄
成
で
す
。
こ
う
い

う
理
念
を
も
っ
て
、
地
方
文
化
行
政
の
具
体
的
施
策

を
総
合
的
に
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
．

坂
本
長
期
計
両
と
い
え
ば
、
文
化
財
の
海
外
流

出
の
問
題
が
あ
り
ま
す
ね
。

も
ち
ろ
ん
、
ご
く
貴
重
な
、
価
値
の
高
い
も
の
は

海
外
流
出
は
さ
せ
た
く
な
い
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、

さ
ほ
ど
で
な
い
も
の
は
多
少
は
海
外
に
流
れ
て
も
い

い
。
そ
れ
こ
そ
日
本
の
伝
統
の
美
術
品
な
り
文
化
財

の
紹
介
、
輪
出
と
い
う
交
流
の
意
味
で
、
あ
ん
ま
り

押
さ
え
な
く
て
も
い
い
と
思
う
ん
で
す
。
む
し
ろ
そ

う
し
な
い
と
、
日
本
の
文
化
財
の
良
さ
が
わ
か
り
ま

せ
ん
か
ら
ね
。
い
い
も
の
は
日
本
へ
来
て
見
な
さ

い
、
だ
け
ど
こ
の
程
度
の
も
の
は
そ
っ
ち
で
見
せ
て

あ
げ
て
も
構
わ
ん
、
と
い
う
程
度
に
広
い
目
で
見
て 関 野 克 氏

そ
れ
ぞ
れ
の
国
あ
る
い
は
民
族
の
伝
統
の
文
化
を
見

つ
め
る
こ
と
が
大
切
だ
と
い
う
こ
と
が
芽
ば
え
て
ぎ

た
。
日
本
の
人
た
ち
が
、
西
洋
か
ら
入
っ
て
き
た
こ

の
よ
う
な
風
景
に
対
し
て
、
自
分
ら
の
祖
先
が
育
て

て
き
た
建
築
、
彫
刻
、
絵
画
、
工
芸
、
あ
る
い
は
歴

史
的
な
地
域
と
遺
跡
を
、
天
然
記
念
物
、
名
勝
、
更

に
無
形
の
文
化
財
も
含
め
て
、
い
ま
大
切
に
し
よ
う

と
考
え
つ
つ
あ
る
の
で
す
。

部
長
の
い
わ
れ
た
こ
と
を
よ
く
か
み
し
め
て
み
れ

ば
、
こ
の
自
覚
の
も
と
で
文
化
行
政
に
携
わ
っ
て
い

る
人
が
、
さ
ら
に
こ
の
上
、
西
洋
か
ら
一
辺
倒
に
文

化
を
輸
入
す
る
だ
け
で
は
い
け
な
い
、
日
本
の
伝
統

を
育
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
上
で
国
際
的
な

も
い
い
と
考
え
ま
す
が
…
…

Q

角
井
い
ま
お
話
が
ご
ざ
い
ま
し
た
よ
う
に
、
文

化
財
保
護
っ
て
い
う
の
は
何
も
い
ま
に
始
ま
っ
た
こ

と
じ
ゃ
な
く
て
、
文
化
財
を
破
壊
す
る
い
ろ
ん
な
動

き
に
対
し
て
、
古
き
よ
き
も
の
を
保
存
し
て
い
こ
う

と
い
う
こ
と
で
漸
次
指
定
の
範
囲
を
広
げ
、
環
境
整

傭
修
理
を
や
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、
わ
れ
わ

れ
や
っ
て
き
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
結
果
、
美
術
工

芸
品
、
建
造
物
、
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
そ
し
て
民

俗
文
化
財
と
か
伝
統
的
建
造
物
保
存
地
区
と
か
、
ど

ん
ど
ん
保
謹
対
象
が
拡
大
し
て
来
ま
し
た
。
拡
大
す

る
に
つ
れ
て
焦
点
が
ぼ
け
て
き
て
、
何
の
た
め
に
ど

こ
ま
で
、
何
を
中
心
に
保
護
す
る
の
か
に
つ
い
て
の

n

ン
セ
ン
サ
ス
が
ゆ
ら
い
で
き
た
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
坦
蔵
文
化
財
包
蔵
地
に
つ
い
て
も
利
用
を

ど
こ
ま
で
規
制
す
る
の
か
。
狭
い
国
土
を
ま
す
ま
す

狭
め
る
だ
け
で
よ
い
の
か
。
古
典
芸
能
に
し
て
も
、

西
に
傾
く
太
隠
を
も
ど
す
よ
う
な
大
変
な
苦
労
を
し

建
造
物
の
指
定

関
野
建
造
物
の
こ
と
を
申
し
あ
げ
ま
す
と
、
実

は
文
化
財
保
護
法
の
中
で
建
造
物
は
美
術
品
と
同
じ

に
取
り
扱
わ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
土
地
の
上
に
建
っ

て
い
る
の
で
す
け
ど
、
土
地
に
関
係
な
く
指
定
が
行

わ
れ
て
き
て
る
事
情
が
ご
ざ
い
ま
す
。

し
か
し
、
現
在
で
は
建
造
物
の
存
在
す
る
環
境
を

度
外
視
し
て
は
、
そ
の
価
値
を
評
価
で
き
な
い
。
さ

っ
き
坂
本
先
生
が
お
話
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
、
明
治

天
皇
聖
跡
と
し
て
の
本
陣
な
ど
は
、
建
造
物
と
し
て

価
値
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
指
定
さ
れ

て
い
る
の
が
い
く
つ
か
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か

し
、
ど
れ
―
つ
指
定
し
て
も
そ
れ
だ
け
の
も
の
で
あ

っ
て
、
む
し
ろ
本
陣
が
建
て
ら
れ
て
い
る
町
並
み
と

い
う
背
景
（
環
境
）
と
一
緒
に
厖
史
的
な
も
の
と
し

て
残
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
一
昨

年
の
文
化
財
保
護
法
の
改
正
で
、
集
落
、
町
並
み
の

建
造
物
を
対
象
と
し
た
璽
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存

地
区
の
選
定
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

文
化
財
保
護
の
原
点

相
互
理
解
が
成
り
立
っ
て
、
平
和
が
維
持
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

て
ま
で
保
存
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
。
民
衆
の
中
に

生
き
て
根
付
い
て
行
く
も
の
で
な
か
っ
た
ら
保
存
に

値
い
し
な
い
の
で
は
な
い
か
。
滅
び
る
も
の
は
滅
ぼ

し
た
ら
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
疑
問
が

つ
ぶ
や
か
れ
る
よ
う
に
な
る
訳
で
す
。
こ
う
し
た
批

判
を
ど
う
受
け
止
め
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

関
野
本
質
的
に
は
民
衆
の
心
の
糧
と
な
り

P

生

き
て
根
付
い
て
行
く
も
の
で
な
け
れ
ば
、
保
存
に
値

い
し
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
社
会
変
動

が
急
激
過
ぎ
る
の
で
、
本
来
生
き
て
根
付
く
べ
き
も

の
が
押
し
流
さ
れ
、
破
壊
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
能
や
文
楽
は
、
も
と
も
と
祭

礼
や
民
俗
行
事
の
中
に
生
ぎ
て
根
付
い
て
き
た
け
れ

ど
も
、
開
発
が
集
落
の
生
活
構
造
を
変
え
、
人
口
流

動
を
激
化
さ
せ
た
結
果
、
そ
れ
ら
の
良
さ
を
理
解
さ

せ
る
基
盤
が
失
わ
れ
て
来
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
と

思
い
ま
す
。
人
々
が
自
ら
村
芝
居
に
参
加
す
る
こ
と

も
少
な
く
な
り
ま
し
た
。

滅
び
る
も
の
は
滅
ぼ
せ
と
割
り
切
っ
て
よ
い
の
か

ど
う
か
、
む
し
ろ
、
落
つ
け
ば
息
を
吹
き
返
す
可
能

性
の
あ
る
良
い
も
の
は
、
い
ま
大
変
で
も

p

そ
れ
を

暫
ら
く
は
苦
し
く
と
も
護
っ
て
行
く
こ
と
が
大
切
な

む
ろ
ん
建
造
物
だ
け
で
も
価
偉
は
あ
り
ま
す
け
れ

ど
、
土
地
か
ら
離
れ
た
美
術
品
で
は
な
く
て
ら
土
地

と
結
び
つ
い
た
膝
史
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
こ

と
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
史
跡
の
中
の
一
部
で
あ
る

わ
け
で
す
し
、
別
の
面
か
ら
見
れ
ば
考
古
学
的
な
も

の
で
も
あ
る
わ
け
で
す
ね
。

文
化
財
保
護
の
法
律
が
発
展
し
て
く
る
歴
史
の
中

で
、
ほ
ん
と
う
に
何
を
保
存
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い

の
か
。
そ
れ
が
、
ど
の
よ
う
に
国
民
の
間
に
活
用
さ

れ
る
の
か
。
そ
れ
が
次
の
文
化
を
生
む
栄
養
分
に
な

っ
て
い
く
ん
で
す
か
ら
、
建
造
物
の
保
存
は
、
そ
の

中
や
外
で
生
活
し
て
い
る
人
を
度
外
視
し
て
は
成
り

立
た
な
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
監
史
の
一

n

マ
で

あ
る
と
い
う
考
え
方
か
ら
、
国
民
と
史
跡
、
建
造
物

が
密
接
な
関
係
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

い
ま
ま
で
の
経
過
を
見
ま
す
と
、
学
者
が
指
定
の

た
め
の
調
査
を
し
、
ま
た
、
選
定
す
る
諮
問
委
員
会

の
委
員
に
な
っ
た
り
な
ど
し
ま
し
て
、
ど
ち
ら
か
と

い
う
と
学
問
優
先
、
あ
る
い
は
、
学
者
エ
ゴ
的
な
指

定
も
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。

そ
れ
が
中
央
集
施
的
な
文
化
行
政
の
根
っ
こ
に
な
っ

た
。
参
加
す
る
文
化
行
政
、
地
域
文
化
の
育
み
、
文
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坂
本
そ
れ
は
非
常
に
強
い
で
す
ね
。
こ
れ
は
も

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
組
ん
で
情
報
サ
ー
ビ
ス
も
や
ろ
う

と
い
う
こ
と
で
、
昭
和
五
十
六
年
頃
開
錮
を
目
途
に

建
設
作
業
を
進
め
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
建
設
は
施

設
だ
け
で
は
な
い
。
展
示
品
の
収
集
に
も
努
力
を
傾

け
て
い
る
最
中
な
ん
で
す
が
、
そ
の
過
報
で
感
ず
る

こ
と
は
、
最
近
発
掘
さ
れ
た
埋
蔵
文
化
財
な
ど
に
つ

い
て
、
現
地
保
存
主
義
の
原
則
が
非
常
に
強
調
さ
れ

て
き
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
ん
で
す
。
こ
う
い
う
傾

向
に
つ
い
て
ど
う
お
考
え
で
す
か
。

坂
本
や
む
を
え
な
い
で
す
ね
。
こ
の
ご
ろ
は
昔

み
た
い
に
中
央
で
号
令
一
下
集
め
る
と
い
う
の
じ
ゃ

な
く
て
、
各
地
方
が
か
な
り
分
栢
主
義
的
な
傾
同
が

強
く
な
っ
て
ま
す
か
ら
ね
。

石
井
そ
れ
だ
け
文
化
財
保
護
と
い
う
こ
と
が
、

地
方
に
根
づ
い
て
き
た
と
も
い
え
る
ん
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

関
野
ま
た
地
方
的
な
も
の
は

f

中
央
で
は
わ
か

ら
な
く
な
っ
て
き
て
る
と
思
い
ま
す
。
最
近
は
地
方

の
文
化
財
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
朕
史
資
料
を
現
地

で
保
存
し
ろ
と
い
う
運
動
が
大
変
や
か
ま
し
く
な
っ

て
ま
す
ね
。

石 井 清 氏

化
の
多
板
集
中
化
な
ど
を
今
度
の
文
化
懇
で
取
り
上

げ
て
い
る
こ
と
の
背
景
に
は
、
私
が
申
し
あ
げ
ま
し

た
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

連
造
物
に
つ
い
て
鎌
倉
時
代
の
も
の
ま
で
は
、
ほ

と
ん
ど
指
定
が
終
わ
り
、
室
町
時
代
の
も
の
も
進
ん

だ
。
し
か
し
江
戸
時
代
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
あ
ま

り
に
も
身
近
で
数
が
多
い
も
の
で
す
か
ら
、
ま
だ
指

定
が
遅
れ
て
い
る
、
と
い
え
る
か
と
思
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
明
治
時
代
の
建
築
、
大
正
・
昭
和
の
建

築
と
下
っ
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。
最
近
問
題
に
な
り

ま
し
た
東
京
駅
の
保
存
に
つ
い
て
は
、
毎
日
何
万
人

か
の
人
が
そ
こ
を
出
入
り
し
て
、
身
近
な
も
の
で

す
。
今
後
ど
う
い
う
ふ
う
に
、
こ
の
保
存
問
題
に
対

国立歴史民俗博物館

角
井

現
に
使
わ
れ
て
い
る
建
造
物
の
指
定
に
つ

い
て
は
、
そ
の
管
理
、
活
用
を
ど
う
す
る
か
と
い
う

問
題
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
指
定
文
化
財
一
般
に

通
ず
る
問
題
で
す
が
、
保
存
の
た
め
に
死
蔵
す
る
の

で
は
つ
ま
ら
な
い
。
埋
蔵
文
化
財
な
ん
か
で
も
開
発

の
勢
が
猛
烈
な
も
の
で

P

掘
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
掘

っ
て
大
事
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
ら
埋
め
戻
す

の
が
保
存
の
た
め
に
は
一
番
よ
い
と
い
う
わ
け
で
す

が
、
近
頃
は
、
歴
史
ブ
ー
ム
の
関
係
で

A

こ
れ
を
公

開
し
、
活
用
せ
よ
と
い
う
声
が
非
常
に
高
ま
っ
て
き

て
い
る
よ
う
に
思
う
ん
で
す
。

石
井

た
し
か
に
仰
せ
の
よ
う
な
傾
向
は
見
え
て

い
ま
す
ね
。
坂
本
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
と
関

連
し
て
考
え
て
み
ま
す
と
、
地
域
住
民
か
ら
は
お
話

の
ご
ざ
い
ま
し
た
考
古
学
的
な
見
地
か
ら
の
遺
跨
、

具
体
的
に
は
原
始
古
代
時
代
の
遺
跡
よ
り
も
、
中
近

世
の
城
塞
で
あ
る
と
か
陣
屋
跡
で
あ
る
と
か
を
、
よ

り
速
や
か
に
保
存
せ
よ
と
い
う
よ
う
な
要
求
が

J‘

だ

う
押
さ
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
結
局
中
央
で
歴
史

民
俗
埒
物
館
を
つ
く
っ
て
も
並
べ
る
も
の
は
な
い

P

な
ん
て
こ
と
に
な
っ
て
く
る
の
で
、
お
互
い
に
貸
し

あ
い

b

融
通
し
あ
う
と
か
、
模
造
品
を
作
っ
て
展
示

す
る
と
か
い
う
よ
う
な
こ
と
で
や
る
ほ
か
な
い
ん
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。
必
要
な
と
き
に
本
物
が
見
れ
る

体
制
が
で
き
て
い
る
こ
と
が
大
切
で
す
ね
。

そ
れ
に
反
し
て
、
各
市
町
村
の
歴
史
民
俗

角
井

文
化
財
の
活
用

処
し
て
い
く
か
と
い
う
現
実
が
あ
る
と
忌
い
ま
す
。

ん
だ
ん
強
く
な
ご
J

き
た
。
そ
れ
は
、
い
ま
の
住
民

と
直
接
つ
な
が
り
が
持
て
る
か
。
わ
り
あ
い
接
近
し

た
時
代
で
す
か
ら
、
さ
っ
き
の
伝
承
の
継
承
と
い
う

点
か
ら
も
、
い
っ
そ
う
共
感
が
強
い
よ
う
で
す
。

た
だ
中
近
世
の
遺
跡
に
つ
い
て
は
、
非
常
に
費
用

が
か
か
る
も
の
で
す
か
ら
、
な
か
な
か
地
方
自
治
体

で
も
進
ま
な
い
ん
で
す

C

国
の
指
定
に
も
れ
た
も
の

に
つ
い
て
は
、
県
や
市
で
指
定
し
、
公
有
化
を
し
て

保
存
す
れ
ば
い
い
ん
で
す
が
、
思
う
に
ま
か
せ
な
い

と
い
う
状
況
で
す
。

ま
た
活
用
と
い
う
点
で
す
が
、
歴
史
プ
ー
ム
で
い

ろ
い
ろ
な
文
化
財
を
訪
ね
る
活
動
と
か
、
熔
物
賠
な

ど
を
利
用
す
る
集
団
や
個
人
が
、
こ
の
ご
ろ
大
変
増

え
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
と
ら
え
ま
し

て
、
い
っ
そ
う
い
い
方
向
に
助
長
し
て
い
き
ね
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

角
井

そ
れ
で
国
で
も
、

い
ま
、
佐
倉
市
に
国
立

の
歴
史
民
俗
博
物
館
の
建
設
を
進
め
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
、
規
模
的
に
は
東
京
国
立
博
物
錮
に
次
ぐ
も
の

で
す
が
、
内
容
は
歴
史
。
民
俗
。
考
古
の
研
究
を
基

礎
と
し
て
、
関
係
資
料
の
系
統
的
展
示
を
行
う
と
と

も
に
、
全
国
の
歴
史
民
俗
資
料
舘
な
ど
関
係
施
設
と

資
料
餡
な
ん
か
は
も
の
す
ご
い
勢
い
で
ふ
え
て
い

ま
す
ね
。
千
葉
喋
な
ん
か
で
も
、
そ
う
い
う
民
俗
資

料
や
発
掘
埋
蔵
文
化
財
を
展
示
す
る
施
設
は
、
ず
い

ぶ
ん
で
き
て
き
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

石
井
県
立
で
四
つ
ほ
ど
博
物
餌
を
つ
く
り
ま
し

た
。
そ
れ
が
契
機
に
な
っ
た
こ
と
と
、
あ
る
い
は
さ

っ
き
お
っ
し
ゃ
っ
た
プ
ー
ム
も
背
景
に
な
り
ま
し
た

均
「
ぜ
ひ
う
ち
に
も
」
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
ご

ろ
市
町
村
長
さ
ん
が
資
料
館
づ
く
り
に
熱
心
に
な
り

ま
し
た
。
ま
、
多
種
多
様
な
ら
よ
ろ
し
い
ん
で
す

が
、
同
じ
よ
う
な
も
の
が
た
く
さ
ん
で
き
そ
う
な
傾

向
な
ん
で
す
。
で
き
る
だ
け
調
整
し
あ
っ
て
、
い
い

も
の
を
つ
く
ら
せ
よ
う
と
思
っ
て
ま
す
。

角
井
歴
史
民
俗
資
料
館
は
、
土
地
の
歴
史
資
料

や
民
俗
資
料
の
収
蔵
展
示
を
第
一
の
使
命
と
し
て
い

る
の
で
す
か
ら
、
ど
こ
で
も
同
じ
内
容
の
資
料
を
展

示
し
て
い
る
の
で
は
無
意
昧
だ
と
思
い
ま
す
。
展
示

上
必
要
が
あ
れ
ば
、
お
互
い
に
貸
し
あ
う
と
か
融
通

し
あ
え
ば
よ
い
の
で
、
む
し
ろ
全
国
で
も
そ
こ
に
行

か
な
け
れ
ば
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
特
色
あ
る
資
料
が

ほ
し
い
で
す
ね
。
先
租
申
し
上
げ
た
国
立
歴
史
民
俗

博
物
館
で
は
、
そ
う
い
う
全
国
的
な
情
報
を
集
め
て

- 15 - - 14 -



関
野

角
井
そ
し
て
、
全
体
と
し
て
昔
の
雰
囲
気
が
低

ば
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

関
野
え
え
。
や
は
り
そ
う
い
う
総
合
的
な
保
存

法
を
講
じ
て
い
く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

広
域
的
な
保
護

角
井
こ
の
ご
ろ
は
ほ
ん
と
う
に
昔
の
ま
ま
の
農

家
が
な
く
な
り
ま
し
た
ね
。
先
だ
っ
て
民
俗
芸
能
を

昔
の
農
家
の
前
で
映
画
に
と
っ
て
お
こ
う
と
い
う
の

で
、
探
し
た
ん
で
す
け
ど
、
み
ん
な
ア
ル
ミ
サ
ッ
シ

に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
昔
の
農

家
は
こ
う
だ
っ
た
ん
だ
、
と
い
う
姿
を
い
ま
や
残
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
で
関
野
先
生
は
、
先
租
総
合
的
保
存
が
大

切
と
い
わ
れ
ま
し
た
が
、
「
文
化
行
政
長
期
総
合
計

画
に
つ
い
て
」
で
は
、
「
史
跡
等
に
つ
い
て
は
諸
制

度
の
活
用
に
よ
っ
て
広
域
的
な
保
護
が
図
ら
れ
る
よ

う
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
有
形
文
化
財
に
つ
い
て
は

こ
れ
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
も
の
を
一
体
的
に
指
定

す
る
こ
と
」
を
す
す
め
て
お
り
ま
す
ね
。

そ
う
い
う
ふ
う
に
同
け
て
い
か
な
け
れ
は

居
住
権
と
の
調
和

坂 本 太 艮B 氏

歴
史
民
俗
資
料
館
そ
の
他
の
利
用
者
に
提
供
す
る
と

同
時
に
、
博
物
誼
自
身
が
資
料
餌
等
と
資
料
を
融
通

し
あ
う
体
制
を
作
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

坂
本
関
野
さ
ん

P

建
造
物
の
こ
と
で
す
け
れ
ど

も
、
こ
の
ご
ろ
非
常
に
民
家
の
指
定
が
多
く
出
ま
す

ね
。
実
物
は
あ
ま
り
見
な
い
ん
で
写
真
で
拝
見
す
る

限
り
で
は
、
と
も
か
く
大
変
古
匿
け
た
お
う
ち
で
す

け
ど
も
、
長
く
住
ん
で
る
間
に
ー
や
っ
ば
り
不
便

な
と
こ
ろ
が
で
て
き
ま
す
か
ら
ー
ー
生
活
に
便
利
な

よ
う
に
建
て
増
し
を
し
た
り
、
土
間
を
板
の
間
に
し

角
井
史
跡
等
の
広
域
指
定
に
関
連
し
て
、
歴
史

の
道
と
い
う
構
想
が
提
案
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え

は
奥
の
細
道
と
か
、
中
山
道
と
か
の
古
道
で
す
ね
。

歴

史

の

道

た
り
し
て
住
み
よ
く
し
て
い
ら
れ
る
わ
け
で
す
ね
。

そ
れ
が
指
定
さ
れ
る
と
、
復
原
す
る
と
い
う
こ
と

で
板
の
間
を
土
間
に
も
ど
し
た
り
、
出
っ
張
り
部
分

は
取
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
い
う
こ
と
が
主
と
し
て
や

ら
れ
る
よ
う
で
す
け
ど
も
、
あ
れ
は
住
ん
で
い
ら
っ

し
ゃ
る
方
に
と
っ
て
は
迷
惑
き
わ
ま
る
こ
と
じ
ゃ
な

い
か
と
忌
う
ん
で
す
。

で
す
か
ら
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
お
住
み
に
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
が
、
前
提
に
な
っ
て
な
き
ゃ
無
理
な

ん
で
す
。
公
有
化
し
て

f

ど
っ
か
公
園
に
持
っ
て
い

き
、
お
住
み
に
な
る
方
は
別
に
お
う
ち
を
お
つ
く
り

に
な
る
と
い
う
よ
う
な
形
に
し
な
い
と
、
い
わ
ゆ
る

II
個
人
の
生
活
の
自
由
II

を
、
文
化
財
保
護
の
た
め

に
束
縛
す
る
と
い
う
結
果
に
な
る
こ
と
を

P

私
は
常

に
恐
れ
る
わ
け
で
す
ね
。

関
野
そ
れ
は
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
な
ん
で
す
。

石
と
か
レ
ン
汀
で
で
き
て
い
る
西
洋
の
建
物
は
、
そ

の
点
大
変
や
り
や
す
い
わ
け
で
し
て
、
壁
が
厚
い
も

の
で
す
か
ら
、
外
観
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
屋
内
は

全
部
近
代
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
と
こ

ろ
が
日
本
の
木
造
建
築
の
場
合
は
、
そ
れ
が
で
き
に

く
い
ん
で
す
ね
。
表
に
面
し
て
二
外
部
屋
が
あ
っ
て

な
ら
な
い
と
、
み
ん
な
考
え
て
る
ん
で
す
け
れ
ど

P

行
政
的
に
実
際
は
な
か
な
か
大
変
な
こ
と
で
は
な
か

ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

あ
る
意
味
で
人
工
的
に
、
風
土
記
の
丘
の
よ
う
に

遺
跡
な
り
史
跡
が
集
中
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
ほ
か

か
ら
石
造
文
化
財
や
民
家
を
箱
庭
的
に
移
す
と
い
う

形
な
ら
、
わ
り
に
や
り
や
す
く
で
ぎ
る
わ
け
で
す
。

し
か
し
―
つ
の
小
さ
な
村
、
集
落
の
全
体
を
総
合
的

に
指
定
し
て
い
く
こ
と
は
、
困
難
を
覚
悟
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
文
化
庁
、
文
部
省
だ
け
で
処
理
で

き
な
い
間
題
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
日
本
の
縦
割

り
行
政
の
中
で
実
際
に
や
っ
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て

は
、
よ
ほ
ど
勇
気
を
持
っ
て
ー
—
ー
さ
っ
き
も
お
話
が

出
ま
し
た
け
れ
ど
ー
|
関
連
行
政
に
対
し
て
掠
い
意

見
を
述
べ
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
い
ま
す
ね
。

奥
の
方
は
見
え
な
い
と
い
う
形
の
場
合
は
、
屋
内
の

改
造
が
で
き
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
西
洋
の
よ
う
に
屋

内
全
部
改
造
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
に
、
大
変
迷
惑
を
か
け
て
い
る
っ
て
こ

と
が
あ
り
ま
す
し
、
ま
た
現
状
変
更
に
つ
い
て
委
員

の
先
生
が
、
調
査
会
で
非
常
に
厳
格
な
復
原
を
主
張

さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
い
ま
、
西
洋
の
ほ
う
で

も
、
建
造
物
、
特
に
住
宅
を
人
間
不
在
で
保
存
す
る

こ
と
は
不
可
能
だ
と
い
う
結
論
に
な
っ
て
い
ま
す
。

硯
代
の
社
会
に
そ
れ
を
組
み
込
ん
で
、
そ
の
中
で
、

現
代
の
人
の
豊
か
な
生
活
に
そ
れ
が
プ
ラ
ス
さ
れ
な

き
ゃ
い
け
な
い
と
い
う
考
え
方
に
な
っ
た
ん
で
す
。

で
す
か
ら
外
固
で
は
、
ど
ん
ど
ん
改
造
し
て
る
わ
け

で
す
。
日
本
の
場
合
も
、
よ
ほ
ど
改
造
を
覚
悟
し
て

い
い
と
思
い
ま
す
。
住
む
人
の
た
め
に
で
す
ね
。

集
落
、
町
並
み
の
場
合
、
街
道
筋
の
環
境
が
大
切

で
あ
っ
て
、
一
蔚
一
軒
の
家
の
中
ま
で
全
部
そ
の
ま

ま
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
建
造

物
群
の
中
で
一
軒
と
か
二
軒
と
か
を
公
有
化
し
、
復

原
の
上
、
博
物
銅
的
な
展
示
を
中
で
行
う
な
ど
し
て

公
開
す
る
こ
と
は
、
非
常
に
い
い
こ
と
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

も
っ
と
も
箱
根
旧
街
道
と
か
日
光
杉
並
木
は
、
も
う

指
定
さ
れ
て
る
ん
で
す
が
、
た
だ
道
を
保
存
す
る
と

い
う
の
じ
ゃ
な
く
、
道
を
復
原
し
な
が
ら
、
そ
の
周

辺
の
文
化
財
を
一
体
的
に
指
定
し
、
整
備
を
し
て
い

く
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
ん
な
栂
想
に
つ
い
て
は
ど

う
い
う
ふ
う
に
お
考
え
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。

坂
本
非
常
に
結
構
な
こ
と
と
思
い
ま
す
ね
。
何

し
ろ
由
緒
あ
る
道
と
い
う
も
の
は
、
文
化
の
伝
播
路

で
あ
り
、
歴
史
の
推
進
者
で
も
あ
り
ま
す
か
ら
。

け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
住
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
々

が
ど
の
よ
う
に
対
応
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
や

っ
ぱ
り
問
題
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
ね
。
自
分
た
ち
の

生
活
に
不
便
を
生
じ
て
ま
で
、
古
い
も
の
を
保
存
す

る
と
い
う
お
気
持
ち
に
な
る
か
ど
う
か
。
わ
れ
わ
れ

は
関
係
な
い
も
ん
で
す
か
ら
、
な
る
べ
く
保
存
し
た

ほ
う
が
い
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
：
疇
・
:
。
明
日
香

で
も
そ
の
問
題
が
あ
る
よ
う
で
す
。

角
井
そ
う
で
す
ね
。
だ
か
ら
初
め
か
ら
終
わ
り

ま
で
道
を
指
定
す
る
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
っ
と
で
き

ま
せ
ん
で
し
ょ
う
ね
。
す
で
に
高
速
道
路
な
ん
か
に

な
っ
て
る
場
合
も
あ
り
ま
す
し
ね
。

し
か
し
、
熊
野
の
山
中
に
は
、
昔
の
ま
ま
の
ま
だ
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角
井
外
国
の
例
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
西
ド

イ
ツ
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ジ
ュ
ト
ラ
ッ
セ
と
か
。

関
野
は
い
。
あ
れ
は
中
世
、
近
洪
の
お
城
と
都

市
が
、
ず
っ
と
つ
な
が
っ
て
い
て
、
大
変
景
色
も
い

い
し
、
楽
し
い
文
化
観
光
の
で
き
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ

い
ま
す
ね
。
マ
イ
ン
河
に
始
ま
り
ア
ル
プ
ス
に
至
る

間
に
十
八
の
都
市
が
あ
り
ま
す
。
有
名
な
ロ
ー
テ
ン

プ
ル
ク
も
や
は
り
そ
の
道
に
の
っ
て
お
り
ま
す
。

産

業

遺

跡

関
野
そ
れ
か
ら
、
も
う
一
っ
産
業
遺
跡
を
整
備

す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
イ
ギ
リ
ス
が

テ
ル
フ
ォ
ー
ド
に
石
炭
の
河
岸
、
蒸
気
檄
関
、
鉄
道

線
路
、
鉄
の
精
錬
所
、
鉄
橋
等
を
含
む
地
域
を
産
業

遺
跡
と
し
て
指
定
し
ま
し
て
、
そ
こ
を
散
策
す
る
と

産
業
革
命
の
発
祥
が
頭
に
描
か
れ
る
よ
う
に
整
備
を

し
て
い
ま
す
。
工
場
の
遺
跡
、
樽
物
餌
も
あ
り
ま
し

て
、
初
期
の
蒸
気
機
関
や
鉄
道
綜
路
も
復
原
し
て
あ

っ
た
り
、
川
に
は
、
世
界
最
初
の
鋳
鉄
の
橋
が
か
か

り
、
初
期
の
動
力
源
と
し
て
の
水
車
が
保
存
さ
れ
た

り
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

角 井 宏 氏

舗
装
さ
九
て
い
な
い
街
道
跡
も
残
っ
て
い
る
そ
う
で

す
し
、
日
光
杉
並
木
の
よ
う
に
バ
イ
パ
ス
を
つ
く
っ

て
自
動
車
は
脇
道
を
通
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ

ろ
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
道
沿
い
に
は
無
形
民

俗
文
化
財
み
た
い
な
も
の
と
か
、
い
ろ
ん
な
も
の
が

あ
っ
た
ら
、
そ
れ
ら
も
一
緒
に
指
定
し
て
：
・・:0

坂
本
中
山
道
の
馬
篭
の
宿
な
ん
か
も
昔
の
坂
道

が
残
っ
て
ま
し
て
、
そ
こ
に
藤
村
の
記
念
鮪
が
で
き

て
お
り
ま
し
た
り
、
本
陣
の
跡
が
あ
り
ま
し
た
り

ね
。
や
っ
ば
り
全
部
は
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、
一
部
分

で
し
ょ
う
ね
。

角
井
関
所
の
跡
と
か
、
あ
る
い
は
水
路
な
ん
て

い
う
の
も
あ
り
ま
す
ね
。
昔
の
熊
本
の
殿
様
は
船
で

参
勤
交
代
を
さ
れ
た
っ
て
い
う
の
も
あ
り
ま
す
か
ら

そ
う
い
う
の
も
誘
史
の
道
の
一
っ
だ
と
思
う
ん
で
す

が
、
千
葉
あ
た
り
ど
う
で
す
か
。

石
井
文
化
庁
の
お
骨
折
り
で
、
歴
史
民
俗
博
物

館
が
佐
倉
に
で
き
ま
す
ん
で
、
佐
會
を
―
つ
の
拠
点

に
し
て
、
そ
う
い
う
広
域
の
文
化
財
の
重
点
的
な
保

存
整
備
、
活
用
を
図
っ
て
み
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。
―
―
―
十
分
圏
内
に
、
古
代
か
ら
い
い
ま
す
と
、
こ

れ
は
風
土
記
の
丘
と
し
て
も
整
備
中
で
ご
ざ
い
ま
す

け
ど
も
、
竜
角
寺
古
墳
群
と
い
う
か
な
り
い
い
遺
跡

癖
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
廃
寺
が
非
常
に
多
い
。

ま
た
、
か
つ
て
の
千
葉
氏
の
本
拠
で
あ
っ
た
中
。
近

世
の
城
跡
が
、
こ
れ
は
一
部
公
有
化
し
た
も
の
も
ご

ざ
い
ま
す
け
れ
ど
、
か
な
り
集
中
的
に
あ
り
ま
す
。

こ
う
い
う
遺
跡
を
ば
ら
ば
ら
な
形
で
は
な
く
、
佐
倉

を
中
心
に
広
域
的
に
、
―
つ
の
体
系
を
も
っ
て
保
存

整
備
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

近
憔
以
降
の
街
道
で
ご
ざ
い
ま
す
け
ど
も
、
街
道

が
、
広
域
的
な
整
儲
、
活
用
を
図
る
―
つ
の
紋
に
な

る
と
思
う
ん
で
探
し
て
る
ん
で
す
が
、
と
く
に
佐
會

付
近
で
す
と
、
か
つ
て
の
佐
倉
街
道
が
、
ほ
と
ん
ど

い
ま
の
国
道
に
乗
っ
か
っ
て
る
ん
で
す
。
そ
の
た
め

ま
た
、
近
年
イ
ギ
リ
ス
か
ら
産
業
考
古
学
が
提
唱

さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
ま
だ
学
問
的
に
定
着
は

し
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
、
日
本
で
も
産
業

考
古
学
会
が
今
年
誕
生
し
て
お
り
ま
す
。

ぼ
く
＼
が
産
業
選
跡
に
輿
味
を
持
っ
て
る
の
は
、
日

本
の
産
業
界
の
人
た
ち
が
、
自
分
た
ち
の
歴
史
を
大

事
に
し
て
ほ
し
い
と
思
う
か
ら
で
す
。
た
と
え
ば
、

倉
紡
の
大
原
さ
ん
が
熱
心
に
倉
敷
の
町
並
み
や
明
治

初
期
の
紡
績
工
場
を
保
存
し
て
こ
ら
れ
た
。
そ
し
て

ま
た
大
原
美
術
館
、
民
俗
博
物
賠
、
公
会
堂
な
ど
が

加
え
ら
れ
ま
し
た
。
―
つ
の
地
方
都
市
と
し
て
文
化

の
高
い
仕
事
を
や
ら
れ
た
わ
け
で
す
ね
。
こ
の
よ
う

な
仕
事
を
先
駆
的
な
も
の
と
し
て
今
後
の
手
本
に
し

た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
産
業
界
の
人
が
や
は
り

そ
の
気
持
ち
を
持
つ
の
が
当
然
で
あ
り
、
今
後
わ
れ

わ
れ
は
そ
う
い
う
こ
と
を
啓
蒙
し
て
い
か
な
け
れ
は

な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
。

角
井
今
度
の
指
定
で
も
製
塩
遺
跡
の
ほ
か
い
く

つ
か
の
生
産
遺
跡
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

関
野
千
葉
の
加
曽
利
貝
塚
も
、
生
産
追
跡
の
一

つ
で
す
が
、
大
変
立
派
で
す
ね
。
あ
そ
こ
は
一
応
整

備
で
き
て
る
と
忌
う
の
で
す
。

に
拡
幅
整
儲
さ
れ
ち
ゃ
っ
て
い
る
。
バ
イ
パ
一
〈
が
で

き
て
多
少
古
道
が
残
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い

う
く
ら
い
で
す
。
若
干
、
並
木
等
も
あ
り
ま
す
が
。

水
路
の
点
は
、
私
ま
だ
十
分
勉
強
し
て
ご
ざ
い
ま

せ
ん
け
ど
も
、
利
板
川
と
印
脂
沼
が
あ
り
ま
す
。
佐

倉
へ
の
水
路
は
大
亭
な
点
か
と
思
う
ん
で
、
そ
ん
な

点
も
含
め
て
勉
強
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

角
井
そ
う
で
す
ね
。
道
は
す
っ
か
り
鋪
装
さ
れ

て
、
指
定
対
象
に
は
と
っ
て
も
な
ら
な
い
が

f

む
し

ろ
道
沿
い
の
文
化
財
が
指
定
整
備
の
対
象
に
な
る
と

い
う
よ
う
な
楊
合
も
考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
ね
。
‘

関
野
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、
奥
の
細
道
ひ
と
つ

を
考
え
た
場
合
に
、
い
っ
た
い
ど
れ
だ
け
そ
れ
に
関

遮
す
る
文
化
財
を
保
存
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
は
、
徹
底
し
た
調
査
を
ま
ず
す
べ
き
で
あ
る
と

思
い
ま
す
。
巨
録
を
作
っ
て
、
そ
の
上
で
保
存
す
べ

き
も
の
と
か
整
備
す
べ
き
楊
所
と
か
を
総
合
的
に
判

断
す
る
。
全
部
が
同
じ
ょ
う
に
整
備
さ
れ
る
の
で
は

な
く
て
、
あ
る
と
こ
ろ
は
特
に
重
点
的
に
漿
備
す
る

と
か
、
親
在
よ
く
残
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
破
壊
さ
れ

な
い
よ
う
配
慮
す
る
と
か
い
う
き
め
の
細
か
い
措
置

が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

角
井
遺
跡
の
墜
備
に
つ
い
て
は
、
風
土
記
の
丘

と
い
う
の
が
先
ほ
ど
出
ま
し
た
が
、
文
化
庁
自
身
、

平
城
宮
跡
の
整
備
と
い
う
大
き
な
問
題
を
か
か
え
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
「
宮
跡
そ
の
も
の
を
展
示
物
と
し

て
一
般
に
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
整
備
し
た
遣
跡
博

物
館
と
す
る
方
針
の
下
に
、
そ
の
整
備
を
進
め
る
こ

と
」
と
い
う
ふ
う
に
長
期
総
合
計
両
で
は
提
言
さ
れ

て
る
わ
け
で
す
が
、
将
来
の
大
き
な
課
題
だ
と
思
い

ま
す
。関

野
最
近
は
、
史
跨
の
範
囲
を
許
す
か
ぎ
り
広

げ
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
す
が
。

坂
本
そ
う
し
な
い
と
、
意
味
が
な
い
で
す
か
ら

ね
。
史
跡
な
ん
て
い
う
の
は
、
や
っ
ば
り
環
境
が
大

事
な
ん
で
、
環
境
が
こ
わ
さ
れ
て
し
ま
っ
て
、
都
市

の
密
集
地
帯
の
中
に
チ
ョ
ボ
ッ
と
し
た
猫
額
大
の
土

地
が
史
跡
だ
な
ん
て
い
っ
て
も
、
な
ん
と
な
く
感
じ

が
出
な
い
で
す
か
ら
ね
。
大
阪
の
緒
方
洪
庵
の
適
塾

な
ん
か
も
、
史
跡
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
環
境
が
感

心
で
き
ま
せ
ん
ね
。

角
井
そ
れ
で
は
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
。
ど
う
も
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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／
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と

今

後

の

学

校

教

育

斎

藤

正

敦

材

の

精

選

に

つ

い

て

河

野

虞

男

ゆ

と

り

と

充

実

を

目

指

す

学

校

運

営

吉

本

二

郎
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解
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＞

教

育

課

租

の
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の

改

善

に

つ

い

て

奥

田

真

丈

八
盗
料
＞

新
小
学
校
、
中
学
校
学
習
指
導
要
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等
の
鹿
行
に
つ

い
て
通
達
、
新
旧
対
照
表
等
小
学
校
教
育
課
、
中
学
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教
育
課
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国
子
女
教
育
の
諸
間
順

帰
国
子
女
教
育
の
実
賎

〔
座
談
会
〕

帰
国
子
女
敦
育
を
語
る

（
出
席
者
）
小
林
哲
也
・
斎
藤
繁
子
・
鈴
木

武
智
浩
降
・
中
山
昇
一

八
司
会
＞
欄
原
康
男

八
現
地
ル
ポ
＞

帰
国
子
女
教
育
研
究
協
力
校
を
訪
れ
て

八
解
説
＞

帰
国
子
女
教
育
の
現
状

号

目

次

本
間
平
安
子

中
学
校
教
育
課

孝 若
林

園

一
彦博

◇
巨
人
軍
の
王
選
手
が
つ
い
に
七
五
六
号
ホ

ー
ム
ラ
ン
を
打
ち

f

世
界
新
記
録
を
達
成
し

た
。
十
九
年
間
、
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
ハ
ン

ク
。
ア
ー
ロ
ン
よ
り
短
い
期
間
だ
そ
う
だ

が
、
こ
の
間
に
七
五
六
本
も
ホ
ー
ム
ラ
ン
を

打
っ
た
の
だ
か
ら
、
や
は
り
こ
れ
は
た
い
ヘ

ん
な
偉
業
だ
と
思
う

C

日
米
間
の
レ
ベ
ル
の

違
い
と
か
球
場
の
広
さ
の
違
い
と
か
い
う
こ

と
も
そ
れ
は
厳
密
に
言
え
ば
影
響
は
あ
ろ
う

が
、
そ
ん
な
こ
と
は
度
外
視
し
て
、
日
本
の

王
選
手
が
七
五
六
本
の
ホ
ー
ム
ラ
ン
を
打
っ

た
の
だ
か
ら
、
一
プ
ロ
野
球
フ
ァ
ン
と
し

て
、
い
や
一
国
民
と
し
て
こ
の
偉
業
を
祝
福

し
た
い
。

◇
政
府
は
こ
の
大
偉
業
に
対
し
て
国
民
栄
誉

章
を
授
与
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。
こ
の
章

の
意
味
は
も
う
こ
こ
で
は
触
れ
な
く
て
も
皆

さ
ん
こ
存
知
の
こ
と
と
思
う
が
、
こ
の
中
に

「
社
会
を
明
る
く
し
、
国
民
に
親
し
ま
れ
る

人
」
と
い
う
く
だ
り
が
あ
る
c

王
選
手
の
偉

業
と
と
も
に
、
王
選
手
の
人
柄
に
つ
い
て
は

特
に
、
こ
の
「
国
民
に
親
し
ま
れ
る
」
と
い

う
く
だ
り
が
ビ
ッ
タ
リ
あ
て
は
ま
る
よ
う
な

気
が
す
る
。

◇
一
般
に
、
人
に
鶉
し
ま
れ
る
、
人
に
好
か

れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
、

こ
こ
で
一
っ
ひ
と
つ
触
れ
な
く
て
も
ご
瑳
解

い
た
だ
け
る
と
思
う
が
、
自
分
の
こ
と
し
か

考
え
な
い
若
者
が
増
え
た
と
い
わ
れ
る
咋

今
、
今
回
の
学
蛮
指
導
要
領
の
改
訂
に
よ
る

ゆ
と
り
の
あ
る
学
校
敦
育
に
よ
っ
て
、
子
供

達
が
少
し
で
も
幅
広
い
人
間
に
育
つ
こ
と
を

期
待
し
た
い
。

(
H
)
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