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近
年
、
土
地
に
伝
わ
る
昔
話
や
伝
説
を
、
地
域
お
こ
し
の
素
材
と
し
て

用
い
る
試
み
が
全
国
で
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
。
中
に
は
、
そ
れ
ら
の
舞
台

と
さ
れ
る
場
所
を
、
地
域
の
文
化
遺
産
と
し
て
保
存
・
顕
彰
す
る
だ
け
で

な
く
、
観
光
名
所
と
し
て
売
り
出
そ
う
と
す
る
動
き
も
見
ら
れ
る
。
本
報

告
で
は
、
岡
山
県
の
「
桃
太
郎
伝
説
」
の
事
例
に
焦
点
を
当
て
て
、
如
何

な
る
歴
史
的
・
社
会
的
文
脈
の
も
と
で
、
特
定
の
昔
話
が
地
域
の
伝
統
と

し
て
意
味
づ
け
ら
れ
、
ど
の
よ
う
な
形
で
史
跡
の
活
用
と
結
び
つ
い
て
き

た
の
か
、
そ
れ
が
も
た
ら
し
た
問
題
は
如
何
な
る
も
の
か
、
と
い
っ
た
点

を
中
心
に
、
地
域
住
民
・
行
政
・
研
究
者
・
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
な
ど
の
立
場

を
異
に
す
る
主
体
の
関
わ
り
合
い
に
注
目
し
な
が
ら
考
察
を
行
っ
た
。
そ

の
試
み
は
、
本
来
の
口
頭
伝
承
研
究
の
枠
組
み
を
逸
脱
す
る
も
の
で
は
あ

る
が
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
議
論
で
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
ど
の
よ
う
な

対
象
を
如
何
な
る
方
法
で
扱
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
あ
る
い
は
、

研
究
対
象
に
対
す
る
研
究
者
自
身
の
関
わ
り
方
は
如
何
に
あ
る
べ
き
か
、

と
い
っ
た
問
い
に
つ
な
が
る
も
の
で
も
あ
る
。

桃
太
郎
伝
説
の
概
要
と
本
報
告
の
視
点

ま
ず
、
本
報
告
で
扱
っ
た
「
桃
太
郎
伝
説
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
本

来
、
桃
太
郎
は
架
空
の
「
昔
話
」
で
あ
り
、
特
定
の
時
代
や
場
所
の
設
定

を
持
た
な
い
。
し
か
し
、
現
在
、
そ
の
内
容
が
土
地
の
具
体
的
な
事
物
と

結
び
つ
け
ら
れ
「
伝
説
」
化
し
て
い
る
場
所
が
、
日
本
全
国
に
十
ヵ
所
近

く
見
ら
れ
る
。
中
で
も
、
岡
山
県
岡
山
市
の
西
方
に
広
が
る
「
吉き
び
じ

備
路
」

は
、
愛
知
県
犬
山
市
栗く
り
す栖

と
そ
の
周
辺
地
域
、
香
川
県
高
松
市
の
鬼き
な
し無

・

女め
ぎ
じ
ま

木
島
と
並
ん
で
、桃
太
郎
の「
三
大
伝
説
地
」と
呼
ば
れ
る
。
な
お
、本
来
、

吉
備
路
と
は
備
前
・
備
中
・
備
後
・
美
作
に
及
ぶ
古
代
吉
備
国
全
域
を
指

す
が
、
本
報
告
に
お
け
る
吉
備
路
と
は
、
岡
山
市
西
部
の
吉
備
の
中
山
辺

り
か
ら
総
社
市
、
倉
敷
市
に
か
け
て
広
が
る
旧
山
陽
道
沿
い
の
歴
史
的
文

化
財
が
集
中
す
る
地
域
を
言
う
。
こ
の
よ
う
な
吉
備
路
の
名
称
や
桃
太
郎

伝
説
地
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
実
際
に
は
こ
の
数
十
年
の
う
ち
に
創
ら

れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
が
、
現
在
で
は
、
地
域
の
主
要
な
伝
統
と
見
な
さ

れ
る
ま
で
に
定
着
し
て
い
る
。

岡
山
の
桃
太
郎
伝
説
は
、
昭
和
初
期
、
岡
山
市
在
住
の
彫
塑
・
鋳
金
家
、

難
波
金
之
助
に
よ
っ
て
、『
桃
太
郎
の
史
実
』（
一
九
三
〇
）
の
中
で
提
唱

さ
れ
た
説
―
桃
太
郎
の
昔
話
の
原
型
は
岡
山
県
の
代
表
的
伝
説
「
吉
備
津

彦
命
の
温う
ら羅

退
治
」
で
あ
る
と
す
る
―
に
基
づ
い
て
い
る
。
吉
備
津
彦
命

の
温
羅
退
治
伝
説
は
、
吉
備
国
を
荒
ら
し
ま
わ
っ
て
い
た
温
羅
が
、
大
和

朝
廷
か
ら
派
遣
さ
れ
た
吉
備
津
彦
命
に
よ
っ
て
、
激
し
い
戦
い
の
末
に
征

伐
さ
れ
る
と
い
う
内
容
で
あ
り
、
吉
備
津
彦
命
が
桃
太
郎
、
温
羅
が
鬼
に

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
／
「
口
承
文
芸
研
究
の
再
編
成
」

史
跡
活
用
と
昔
話

加 

原
　
奈 

穂 

子
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見
立
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
伝
説
は
、
吉
備
津
彦
命
を
主
祭
神
と
す
る
吉

備
津
神
社
や
吉
備
津
彦
神
社
の
縁
起
類
や
土
地
の
口
頭
伝
承
に
よ
っ
て
伝

え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
翻
刻
さ
れ
た
も
の
だ
け
で
も
二
〇
を
超
え

る
異
本
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
伝
説
の
内
容
に
は
そ
れ
ぞ
れ
若

干
の
違
い
が
見
ら
れ
る
。
な
お
、
現
在
、
一
般
に
流
布
し
て
い
る
の
は
、
岡

山
市
出
身
の
歴
史
学
者
で
あ
る
藤
井
駿
が
『
吉
備
津
神
社
』（
一
九
七
三　

日
本
文
教
出
版
）
等
の
著
作
で
提
示
し
た
、
諸
異
本
を
総
合
し
て
口
語
訳
・

簡
略
化
し
た
話
を
元
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

加
え
て
、
岡
山
の
桃
太
郎
伝
説
を
裏
付
け
る
根
拠
と
し
て
言
及
さ
れ
る

の
が
、
名
物
の
吉
備
団
子
と
桃
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
成
立
の
歴
史
を
紐
解

い
て
み
る
だ
け
で
も
、
桃
太
郎
伝
説
が
非
常
に
ち
ぐ
は
ぐ
な
要
素
の
組
み

合
わ
せ
で
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
吉
備

津
彦
命
の
温
羅
退
治
伝
説
に
関
す
る
年
代
の
明
確
な
最
古
の
記
録
は
、『
備

中
吉
備
津
宮
勧
進
帳
』（
一
五
八
三
）
の
中
に
あ
り
、
遅
く
と
も
室
町
末
期

に
は
、
ほ
ぼ
現
在
の
形
が
成
立
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
一
方
、
老
舗

の
廣
榮
堂
の
先
祖
ら
が
吉
備
団
子
を
考
案
し
た
の
は
幕
末
で
あ
る
が
、
岡

山
名
物
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
日
清
戦
争
、
日
露
戦
争
の

際
に
、
故
郷
へ
と
凱
旋
す
る
兵
士
た
ち
が
縁
起
の
よ
い
土
産
と
し
て
買
い

込
ん
だ
こ
と
が
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
岡
山
で
桃
が
全
国
有
数
の

栽
培
面
積
を
誇
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
明
治
三
〇
年
代
で
あ
り
、
栽
培
が

本
格
的
に
開
始
さ
れ
た
の
も
明
治
初
期
の
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
岡
山
の
桃
太
郎
伝
説
が
持
つ
矛
盾
点
を
挙
げ
る
こ
と
は
容

易
い
が
、
論
者
の
目
的
は
、
そ
れ
が
偽
り
の
伝
統
で
あ
る
と
指
摘
す
る
こ

と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
問
題
は
、
何
故
そ
の
よ
う
な
矛
盾
に
満
ち
た
説

が
地
域
を
代
表
す
る
伝
統
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
昔
話
と
そ
の
伝
承
を
取
り
巻
く
環

境
に
如
何
な
る
変
化
が
生
じ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
う
し
た
テ
ー

マ
を
十
分
に
捉
え
る
た
め
に
は
、何
を
素
材
と
し
て
、ど
の
よ
う
な
方
法
で
、

研
究
に
取
り
組
ん
で
い
け
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
本
報
告
で
言
及
し
た
対

象
は
多
岐
に
及
ぶ
が
、
中
に
は
、
媒
体
の
性
質
や
商
業
性
、
あ
る
い
は
雑

多
で
些
細
な
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
民
俗
学
の
研
究
対
象
に
値
し
な
い
と

判
断
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
論
者
は
、
そ
う
し
た
既
存
の

研
究
枠
組
み
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
ま
ず
は
現
象
の
全
体
像
を
可
能
な
限

り
把
握
し
た
う
え
で
、
必
要
に
応
じ
て
関
連
諸
分
野
の
研
究
方
法
や
知
見

を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
自
ら
の
テ
ー
マ
に
即
し
た
研
究
方
法
を
模
索
し
て

ゆ
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

桃
太
郎
伝
説
の
提
唱
と
昔
話
の
変
容

難
波
が
桃
太
郎
伝
説
を
提
唱
し
た
背
景
に
は
、
当
時
、
愛
知
県
や
香
川

県
の
桃
太
郎
伝
説
地
が
話
題
を
呼
び
、
観
光
資
源
と
し
て
も
注
目
を
集
め

て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
吉
備
津
彦
命
の
温
羅
退
治
伝
説
の
舞
台
は
、
吉
備

津
神
社
、
鬼き
の
じ
ょ
う
ノ
城
と
い
う
郷
土
の
史
跡
や
名
勝
を
含
ん
で
お
り
、
し
か
も
、

そ
の
一
帯
は
一
九
三
〇
年
十
一
月
の
開
催
を
間
近
に
控
え
た
陸
軍
大
演
習

の
舞
台
で
も
あ
っ
た
。
た
だ
、
戦
前
、
難
波
の
提
唱
は
、
岡
山
市
を
中
心

に
あ
る
程
度
の
支
持
を
得
た
よ
う
だ
が
、
桃
太
郎
伝
説
地
と
し
て
の
全
国

的
知
名
度
は
、
愛
知
県
や
香
川
県
の
例
に
遠
く
及
ば
な
か
っ
た
。
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る
。
論
者
は
、
こ
の
定
義
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
文
字
で
記
述
さ
れ
、
印
刷

物
等
を
媒
体
と
し
て
国
民
に
広
く
受
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
記
述
に
用
い
ら

れ
る
の
が
国
家
の
言
語
と
し
て
の
標
準
語
で
あ
る
こ
と
、
主
要
場
面
や
主
要

人
物
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
さ
れ
た
視
覚
イ
メ
ー
ジ
が
広
く
共
有
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
国
民
童
話
は
、
国
語
や
国
歌
、
国
旗
な
ど
と

同
様
に
、
近
代
日
本
の
国
民
国
家
形
成
に
と
っ
て
重
要
な
装
置
の
一
つ
で
も

あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
巌
谷
小
波
に
よ
る
「
桃
太
郎
主
義
」
の
主
張
に
代
表
さ

れ
る
よ
う
に
、
近
代
に
お
い
て
、
親
孝
行
や
国
家
へ
の
忠
誠
と
い
っ
た
国
民

道
徳
を
体
現
す
る
存
在
と
し
て
、
桃
太
郎
を
表
彰
し
た
例
が
し
ば
し
ば
見
ら

れ
る
。
ま
た
、
一
九
三
〇
年
か
ら
開
始
さ
れ
た
朝
日
新
聞
社
主
催
の
健
康
優

良
児
表
彰
事
業
が
「
桃
太
郎
さ
が
し
」
の
名
で
呼
ば
れ
た
よ
う
に
、
桃
太
郎

は
少
国
民
の
健
康
な
肉
体
の
象
徴
で
も
あ
っ
た
。

「
吉
備
路
」
と
史
跡
活
用

　
「
吉
備
路
」
は
、
重
要
な
歴
史
的
文
化
財
が
集
中
す
る
県
下
有
数
の
観

光
地
で
あ
り
、
古
代
吉
備
文
化
を
象
徴
す
る
場
所
と
し
て
、
ま
た
桃
太
郎

伝
説
の
舞
台
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
吉
備
路
に
残
る
個
々
の
文
化
財

を
、
周
辺
環
境
を
含
め
て
保
存
し
よ
う
と
す
る
活
動
が
本
格
化
し
た
の
は
、

一
九
六
〇
年
代
半
ば
の
こ
と
で
あ
る
。
高
度
経
済
成
長
の
も
と
で
、
岡
山

県
で
も
水
島
臨
海
工
業
地
帯
建
設
に
代
表
さ
れ
る
産
業
化
の
波
を
受
け
て
、

市
街
地
に
近
い
吉
備
路
一
帯
で
は
急
速
に
開
発
が
進
み
、
埋
蔵
文
化
財
包

蔵
地
や
豊
か
な
自
然
環
境
の
破
壊
が
懸
念
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

こ
う
し
た
事
態
に
対
し
て
、
吉
備
路
と
い
う
名
称
を
提
唱
し
、
そ
の
保
存

こ
こ
で
昔
話
の
変
容
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
点
と
し
て
、
論
者
は
、
難

波
が
前
提
と
し
て
い
た
桃
太
郎
が
一
種
の
「
国
民
童
話
」
と
で
も
呼
ぶ
べ

き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
桃
太
郎
と
い
え
ば
、
日
本

の
口
頭
伝
承
研
究
の
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
り
、
各
地
方
で
語
り
継
が
れ
た

ユ
ニ
ー
ク
な
桃
太
郎
話
も
数
多
く
報
告
さ
れ
て
い
る
。
岡
山
県
で
は
、
稲

田
浩
二
や
立
石
憲
利
に
代
表
さ
れ
る
口
頭
伝
承
調
査
の
す
ぐ
れ
た
蓄
積
が

あ
り
、
鬼
退
治
の
部
分
が
猿
蟹
合
戦
の
話
と
結
び
つ
い
た
「
猿
蟹
合
戦
型
」

の
桃
太
郎
や
、
横
着
者
だ
が
最
後
に
は
山
仕
事
で
大
力
を
発
揮
す
る
「
山

行
き
型
」
の
桃
太
郎
（
鬼
退
治
部
分
な
し
）
な
ど
、
特
徴
的
な
桃
太
郎
話

が
多
く
報
告
さ
れ
て
い
る
。
口
か
ら
耳
へ
と
語
り
継
が
れ
た
こ
れ
ら
の
昔

話
の
大
き
な
特
色
は
、
本
来
は
人
間
同
士
の
現
場
で
の
対
面
的
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
実
現
さ
れ
る
一
回
限
り
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容

か
ら
語
り
口
に
至
る
ま
で
多
様
性
に
富
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
一
方
で
、
桃
太
郎
は
、
一
八
八
七
年
に
文
部
省
編
纂
の
『
尋
常
小
学

読
本
』（
巻
一
）
に
初
め
て
掲
載
さ
れ
て
以
来
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
結

に
至
る
ま
で
、
小
学
校
の
国
語
教
科
書
に
数
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。

学
校
教
材
へ
の
採
用
が
も
た
ら
し
た
最
大
の
変
化
は
、
数
あ
る
昔
話
の
一
つ

に
過
ぎ
な
か
っ
た
桃
太
郎
を
、
い
わ
ば
「
国
民
童
話
」
の
位
置
に
ま
で
押

し
上
げ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
国
民
童
話
に
つ
い
て
は
、
国
文

学
者
の
島
津
久
基
が
『
日
本
国
民
童
話
十
二
講
』（
一
九
四
四　

山
一
書
房
）

の
中
で
、「
一
地
方
だ
け
の
特
殊
な
民
間
口
碑
で
な
く
、
国
民
一
般
に
知
ら

れ
語
ら
れ
親
し
ま
れ
て
い
る
童
話
で
、
且
文
学
化
さ
れ
て
（
文
字
に
よ
る
童

話
の
形
と
な
り
）
一
層
国
民
全
体
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
も
の
」
と
し
て
い
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運
動
を
立
ち
上
げ
た
の
が
、
一
九
六
六
年
に
岡
山
県
の
財
界
有
志
を
中
心

と
し
て
結
成
さ
れ
た
「
吉
備
路
顕
彰
保
存
会
」
で
あ
っ
た
。

行
政
の
動
き
を
み
る
と
、
岡
山
県
は
、
一
九
六
六
年
に
は
「
県
立
自
然

公
園
条
例
」を
制
定
し
、吉
備
路
の
一
部
を「
吉
備
史
跡
県
立
自
然
公
園
」（
岡

山
市
、
総
社
市
、
倉
敷
市
に
及
ぶ2,524ha

）
に
指
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

一
九
七
〇
年
に
は
、
県
政
百
年
記
念
事
業
と
し
て
、
備
中
国
分
寺
跡
を
中

心
と
す
る
一
帯
に「
吉
備
路
風
土
記
の
丘
」を
建
設
す
る
こ
と
が
決
定
し
た
。

吉
備
路
の
保
存
運
動
を
主
導
し
た
行
政
関
係
者
や
吉
備
路
顕
彰
保
存
会
の

目
的
は
、
単
に
保
存
を
唱
え
る
だ
け
で
な
く
、
吉
備
路
を
新
し
い
時
代
の

県
民
の
「
心
の
ふ
る
さ
と
」
と
し
て
顕
彰
し
、
積
極
的
に
活
用
を
進
め
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
吉
備
路
で
は
、
楯
築
遺
跡
、
高
松

城
水
攻
め
跡
、
鬼
ノ
城
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
大
規
模
な
史
跡
の
発
掘
調
査

と
整
備
事
業
が
次
々
と
進
め
ら
れ
て
き
た
。
特
に
、
温
羅
の
居
城
で
あ
っ

た
と
さ
れ
る
鬼
ノ
城
で
は
、
二
〇
〇
〇
～
二
〇
一
〇
年
度
に
わ
た
り
、
古

代
山
城
と
し
て
は
全
国
初
の
大
規
模
な
整
備
と
復
元
が
進
め
ら
れ
、
吉
備

路
観
光
の
新
し
い
拠
点
と
し
て
も
、
大
き
な
注
目
を
集
め
て
い
る
。
ま
た
、

吉
備
路
の
文
化
財
保
存
活
動
の
進
展
に
伴
っ
て
、
山
陽
新
聞
社
主
催
で
行

わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
古
代
吉
備
国
論
争
」（
一
九
七
八
年
五
月
か
ら
翌

年
二
月
に
か
け
て
六
回
に
わ
た
り
開
催
）
に
代
表
さ
れ
る
、
吉
備
の
古
代

史
の
見
直
し
に
関
す
る
議
論
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
き
た
が
、
そ
う
し
た
議

論
の
中
で
も
桃
太
郎
伝
説
へ
の
言
及
が
度
々
見
ら
れ
る
。

吉
備
路
の
文
化
財
へ
の
関
心
が
高
ま
る
中
で
、
桃
太
郎
伝
説
は
観
光
宣
伝

や
観
光
コ
ー
ス
の
作
成
の
格
好
の
素
材
と
な
っ
て
き
た
。
そ
の
一
方
で
、
実

際
に
吉
備
路
を
訪
ね
て
み
る
と
、
桃
太
郎
伝
説
に
登
場
す
る
各
名
所
の
説
明

板
に
さ
え
、
桃
太
郎
へ
の
言
及
は
ま
っ
た
く
見
当
た
ら
な
い
。
こ
う
し
た
状

況
を
全
体
的
に
見
る
と
、
岡
山
の
桃
太
郎
伝
説
に
特
徴
的
な
使
い
分
け
が
生

じ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
一
般
の
人
び
と
に
馴
染
み
や
す
い
形
で
活
用
し

よ
う
と
す
る
場
合
、
全
国
的
な
知
名
度
が
あ
り
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
性
が
高
い

桃
太
郎
が
用
い
ら
れ
る
。
逆
に
、
本
物
で
あ
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
文
化
財

の
解
説
な
ど
で
は
、
吉
備
津
彦
命
の
温
羅
退
治
伝
説
を
取
り
上
げ
て
、
い
わ

ば
教
育
的
に
活
用
す
る
と
い
っ
た
こ
と
が
通
例
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
広
域
観
光
地
で
あ
る
吉
備
路
で
は
、
吉
備
津
神
社
は
岡
山
市
、

鬼
ノ
城
は
総
社
市
、
楯
築
遺
跡
は
倉
敷
市
と
い
っ
た
具
合
に
、
桃
太
郎
伝

説
に
関
わ
る
各
名
所
が
位
置
す
る
行
政
区
域
が
異
な
る
た
め
、
活
用
に
向

け
た
整
備
方
針
や
観
光
宣
伝
に
各
自
治
体
間
で
違
い
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら

に
重
要
な
問
題
は
、
岡
山
の
桃
太
郎
伝
説
が
、
吉
備
の
古
代
史
に
関
わ
る

吉
備
津
彦
命
の
温
羅
退
治
伝
説
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
し
か
も
、
古
代
吉

備
国
を
代
表
す
る
文
化
財
を
舞
台
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一
口
に
行

政
と
言
っ
て
も
、
文
化
財
担
当
と
観
光
担
当
の
部
署
は
異
な
り
、
文
化
財

の
「
活
用
」
と
い
う
同
じ
言
葉
を
使
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
進
め
方

に
対
す
る
意
識
や
対
応
に
は
大
き
な
開
き
が
あ
る
。
観
光
担
当
の
立
場
で

は
、
桃
太
郎
伝
説
を
観
光
資
源
と
し
て
捉
え
て
、
吉
備
路
の
観
光
宣
伝
や

観
光
ル
ー
ト
形
成
に
活
か
そ
う
と
す
る
一
方
で
、
鬼
ノ
城
や
楯
築
遺
跡
の

よ
う
な
考
古
学
的
意
義
の
大
き
な
史
跡
を
扱
う
文
化
財
担
当
の
立
場
で
は
、

そ
れ
ら
の
説
明
板
に
、
桃
太
郎
伝
説
の
よ
う
な
も
の
を
記
載
す
る
な
ど
と

い
う
こ
と
は
、
通
常
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
う
し
た
事
情
が
、
観
光
案
内
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で
桃
太
郎
伝
説
地
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
吉
備
路
に
桃
太
郎
の
姿
が
見
え
な

い
と
い
う
、
矛
盾
し
た
状
況
を
生
み
出
す
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

地
域
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
桃
太
郎

岡
山
の
桃
太
郎
伝
説
に
関
し
て
、
論
者
が
こ
の
十
数
年
に
わ
た
り
調
査

を
続
け
て
き
た
理
由
に
は
、
学
問
的
関
心
は
勿
論
で
あ
る
が
、
個
人
的
な
背

景
も
あ
る
。
桃
太
郎
伝
説
の
舞
台
で
あ
る
吉
備
路
の
一
部
は
論
者
の
出
身
地

で
あ
り
、
桃
太
郎
伝
説
の
活
用
が
進
む
過
程
を
間
近
で
見
な
が
ら
育
っ
て
き

た
。
現
代
の
桃
太
郎
活
用
の
歴
史
を
遡
る
と
、
鍵
と
な
る
人
物
と
し
て
ま
ず

名
前
が
挙
が
る
の
は
、「
希
代
の
名
知
事
」
と
呼
ば
れ
た
三
木
行
治
（
任
期

一
九
五
一
～
六
四
）
で
あ
る
。
三
木
知
事
は
、温
か
く
実
行
力
の
あ
る
人
柄
、

柔
和
な
風
貌
が
桃
太
郎
に
似
て
い
る
と
言
わ
れ
、「
桃
太
郎
知
事
」
の
愛
称

で
も
親
し
ま
れ
た
。
三
木
知
事
の
四
期
十
三
年
余
り
に
及
ぶ
在
職
期
間
は
、

水
島
臨
海
工
業
地
帯
の
建
設
に
代
表
さ
れ
る
農
業
県
か
ら
工
業
県
へ
の
脱
皮

が
推
進
さ
れ
る
と
共
に
、
市
町
村
の
統
合
再
編
、
県
内
交
通
網
の
整
備
な
ど

も
進
め
ら
れ
、
岡
山
県
に
と
っ
て
の
大
き
な
転
換
期
で
あ
っ
た
。
一
九
六
〇

年
、
第
十
七
回
国
民
体
育
大
会
岡
山
大
会
を
控
え
て
、
岡
山
駅
前
に
立
て
ら

れ
た
桃
太
郎
像
は
、
ま
さ
に
現
代
の
岡
山
の
地
域
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
た
。

一
九
七
二
年
三
月
の
山
陽
新
幹
線
岡
山
開
通
の
前
後
か
ら
は
、
岡
山
の

観
光
宣
伝
や
観
光
案
内
、
観
光
用
の
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
な
ど
に
桃
太
郎
が

登
場
す
る
場
面
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
。
一
九
七
六
年
に
は
「
春
の
岡
山

ま
つ
り
」
が
「
岡
山
桃
太
郎
ま
つ
り
」
と
改
称
さ
れ
、
桃
太
郎
を
テ
ー
マ

と
し
た
祭
り
と
さ
れ
、「
桃
太
郎
の
ふ
る
さ
と
」
岡
山
の
宣
伝
に
大
き
な
役

割
を
果
た
し
た
。
ま
た
、
民
間
主
導
に
よ
る
他
の
二
大
伝
説
地
に
対
し
、

岡
山
の
桃
太
郎
伝
説
の
特
色
は
、
特
に
現
代
に
お
い
て
行
政
主
導
で
活
用

が
進
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
民
間
の
活
動
へ
と
広
が
り
を

み
せ
る
の
は
、
一
九
八
八
年
四
月
の
瀬
戸
大
橋
開
通
が
契
機
と
な
っ
て
い

る
。
瀬
戸
大
橋
博
覧
会
で
は
、
手
塚
治
虫
が
描
い
た
桃
太
郎
が
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
マ
ー
ク
に
採
用
さ
れ
た
ほ
か
、
桃
太
郎
サ
イ
エ
ン
ス
館
、
桃
太
郎
冒

険
館
な
ど
が
設
置
さ
れ
た
。
そ
の
頃
か
ら
、
民
間
の
企
業
や
団
体
、
商
品

な
ど
の
名
称
や
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
に
桃
太
郎
を
用
い
る
例
が
着
実
に
増
加

し
て
い
る
。
こ
う
し
た
多
様
な
領
域
に
及
ぶ
桃
太
郎
活
用
の
事
例
を
辿
っ

て
ゆ
く
と
、「
地
域
の
明
る
い
未
来
を
表
現
し
た
」
と
さ
れ
る
「
水
辺
の
も

も
く
ん
」
像
（
岡
山
市
市
制
百
周
年
記
念
事
業
）
が
あ
る
一
方
で
、「
献

血
ル
ー
ム
も
も
た
ろ
う
」、「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
桃
太
郎
」
な
ど
、
従

来
の
桃
太
郎
話
の
文
脈
や
イ
メ
ー
ジ
と
は
か
け
離
れ
た
使
用
も
目
立
つ
。

二
〇
〇
五
年
の
第
六
〇
回
国
民
体
育
大
会
岡
山
大
会
の
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
「
も
も
っ
ち
」
の
よ
う
に
、
他
県
の
人
び
と
か
ら
は
桃
太
郎
と

は
到
底
思
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
金
髪
に
体
装
服
の
図
像
が
、
桃
太
郎
と
し

て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
様
子
を
見
る
と
、
桃
太
郎
は
岡
山
の
伝
統
と
し

て
定
着
す
る
と
共
に
、
現
代
の
人
び
と
の
関
心
に
対
応
し
て
独
自
の
変
貌

を
遂
げ
て
い
る
よ
う
に
さ
え
思
え
る
。
以
上
の
よ
う
な
状
況
を
総
合
的
に

考
え
る
と
、
一
方
で
は
吉
備
津
彦
命
の
温
羅
退
治
伝
説
を
介
し
て
吉
備
路

の
文
化
財
や
吉
備
の
古
代
史
と
結
び
つ
き
、
他
方
で
は
地
域
社
会
の
変
化

や
現
代
の
人
び
と
の
関
心
に
応
じ
て
様
々
に
活
用
さ
れ
る
と
い
っ
た
、
本

来
は
方
向
性
を
異
に
す
る
動
き
が
相
ま
っ
て
、「
桃
太
郎
の
ふ
る
さ
と
」
岡
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山
の
イ
メ
ー
ジ
を
強
化
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
き
た
と
言
え
る
。

研
究
成
果
の
地
域
還
元
と
研
究
者
の
立
場

近
年
、
研
究
成
果
の
地
域
還
元
を
求
め
る
声
も
強
い
が
、
行
政
や
マ
ス

メ
デ
ィ
ア
の
文
化
活
動
へ
の
関
与
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
民
俗
学
と
し

て
は
如
何
な
る
立
場
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
論
者
が
桃
太
郎
関
係
の
展
覧
会
、

各
種
の
催
し
、
原
稿
執
筆
な
ど
に
携
わ
っ
て
き
た
背
景
に
は
、
研
究
調
査

を
通
し
て
得
た
多
く
の
方
々
と
の
出
会
い
が
あ
っ
た
。
特
に
思
い
出
深
い

の
は
、
元
・
日
本
桃
太
郎
会
会
長
の
故
・
小
久
保
桃
江
先
生
で
あ
る
。
小

久
保
先
生
は
、
三
〇
代
の
初
め
に
、
幸
福
の
原
点
と
し
て
の
智
・
仁
・
勇
・

健
康
・
富
の
大
切
さ
を
子
ど
も
に
も
分
か
る
よ
う
に
説
き
た
い
と
の
思
い

か
ら
桃
太
郎
の
話
を
再
発
見
し
て
以
来
、
一
〇
四
歳
で
他
界
さ
れ
る
ま

で
、
桃
太
郎
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
目
を
配
り
、
一
心
に
研
究
を
続

け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
数
千
点
と
も
言
わ
れ
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
も
と
に
、

二
〇
〇
五
年
に
は
岡
山
市
デ
ジ
タ
ル
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
開
館
記
念
「
お
か
や

ま
と
桃
太
郎
」
展
が
、二
〇
〇
六
年
、二
〇
〇
七
年
に
は
岡
山
県
主
催
の
「
岡

山
桃
太
郎
王
国
記
念
館
」展（
大
規
模
観
光
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
一
環
と
し
て
、

岡
山
城
の
一
部
で
実
施
）
が
行
わ
れ
た
。

　
「
岡
山
桃
太
郎
王
国
記
念
館
」
展
で
は
、
論
者
は
公
的
監
修
者
と
し
て

展
示
構
成
か
ら
解
説
ま
で
の
全
般
を
担
当
し
た
。
こ
の
名
称
は
誤
解
を
呼

び
か
ね
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
県
の
決
定
を
覆
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た

こ
と
は
大
変
残
念
で
あ
る
。
し
か
し
、
展
示
内
容
に
関
し
て
は
一
任
し
て

頂
い
た
た
め
、
口
頭
伝
承
と
書
承
の
違
い
を
解
説
し
た
う
え
で
、
各
地
方

で
語
り
継
が
れ
た
桃
太
郎
話
を
聞
く
こ
と
の
で
き
る
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
た

ほ
か
、
絵
巻
、
草
双
紙
類
、
絵
本
、
漫
画
、
映
画
、
音
楽
、
玩
具
類
な
ど

の
多
様
な
資
料
を
集
め
、
桃
太
郎
の
世
界
の
広
が
り
と
時
代
と
と
も
に
移

り
変
わ
る
そ
の
姿
を
実
感
で
き
る
構
成
と
し
た
。
ま
た
、
自
明
な
も
の
と

し
て
扱
わ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
桃
太
郎
伝
説
に
つ
い
て
も
、
そ
の
成
り
立
ち

や
活
用
の
歴
史
を
振
り
返
る
展
示
も
行
っ
た
。
準
備
段
階
で
は
、
桃
太
郎

の
よ
う
な
も
の
が
展
示
に
値
す
る
の
か
と
い
う
問
い
も
受
け
た
が
、
最
終

的
に
は
、
様
々
な
角
度
か
ら
桃
太
郎
を
再
考
す
る
試
み
と
し
て
、
新
聞
や

テ
レ
ビ
な
ど
で
も
好
意
的
に
取
り
上
げ
て
頂
く
こ
と
が
で
き
た
。
こ
う
し

た
経
験
は
、
論
者
の
よ
う
な
関
心
を
持
つ
者
に
と
っ
て
は
、
外
部
か
ら
は

分
か
り
に
く
い
行
政
の
仕
組
み
や
各
組
織
の
関
係
、
仕
事
の
進
め
方
な
ど

を
具
体
的
に
理
解
で
き
た
と
い
う
点
で
も
大
き
な
収
穫
で
あ
っ
た
。
た
だ
、

展
示
内
容
に
如
何
な
る
注
意
が
払
わ
れ
た
に
せ
よ
、
そ
れ
が
地
域
に
予
測

で
き
な
い
影
響
を
与
え
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
に
共
通
す
る
問
題
は
、
た

と
え
ば
、
研
究
者
の
発
言
や
活
動
が
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
伝
達
さ
れ

た
り
、あ
る
い
は
、そ
の
著
作
が
地
域
で
読
ま
れ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

研
究
者
が
一
種
の
権
威
と
し
て
、
研
究
対
象
に
何
ら
か
の
意
図
せ
ぬ
影
響

を
与
え
て
し
ま
う
と
い
っ
た
場
合
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
考

え
る
と
、
研
究
対
象
に
研
究
者
が
如
何
に
関
わ
る
べ
き
か
、
ま
た
、
研
究

活
動
や
そ
の
地
域
還
元
が
生
み
出
す
意
図
せ
ざ
る
効
果
な
ど
に
つ
い
て
も

記
録
・
考
察
の
対
象
と
し
、
今
後
の
参
考
と
な
る
議
論
が
さ
ら
に
積
み
重

ね
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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