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前
回
の
東
京
五
輪
の
遺
産
と
し
て
は
、

ハ
ー
ド
面
の
充
実
の
ほ
か
、
ソ
フ
ト
面
で

の
進
化
も
見
逃
せ
ま
せ
ん
。

　

抜
本
的
な
革
新
が
求
め
ら
れ
た
の
は
調

理
の
分
野
で
し
た
。
食
文
化
の
一
様
で
な

い
1
万
人
以
上
の
選
手
・
関
係
者
に
対
し

日
に
3
度
食
事
を
供
給
す
る
こ
と
自
体
、

こ
れ
ま
で
経
験
の
な
い
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

だ
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
で
、
食
品
冷
凍
技

術
の
研
究
・
改
良
を
重
ね
る
一
方
、
全
国

か
ら
選
抜
さ
れ
た
一
流
の
料
理
人
に
よ
る

チ
ー
ム
を
編
成
し
た
上
で
調
理
工
程
を
細

か
く
分
業
す
る
こ
と
と
し
、
さ
ら
に
互
い

に
秘
伝
と
し
て
い
た
レ
シ
ピ
と
調
理
法
を

共
有
し
徹
底
的
に
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
し
ま
し

た
。
こ
う
し
て
、
高
い
品
質
を
維
持
し
な
が

ら
大
量
か
つ
多
品
種
の
料
理
を
短
時
間
で

仕
上
げ
る
手
法
が
確
立
さ
れ
ま
し
た
。

　

季
節
感
や
繊
細
美
を
重
ん
じ
る
和
の
伝

統
に
最
先
端
の
国
際
性
と
機
能
性
が
加
わ

る
こ
と
で
、
日
本
の
食
は
め
ざ
ま
し
い
飛

躍
を
遂
げ
ま
し
た
。
事
実
、
今
や
日
本
は
ミ

シ
ュ
ラ
ン
ガ
イ
ド
に
よ
る
三
ツ
星
レ
ス
ト

ラ
ン
の
数
で
他
の
追
随
を
許
さ
な
い
グ
ル

メ
大
国
な
の
で
す
。

　

ま
た
、
単
純
明
快
な
絵
文
字
に
よ
る
施

設
の
案
内
誘
導
や
競
技
種
目
の
表
示
を
可

能
と
す
る
「
ピ
ク
ト
グ
ラ
ム
」
の
本
格
運
用

も
東
京
五
輪
か
ら
で
し
た
。
外
国
語
に
対

応
で
き
る
人
材
が
不
足
し
て
い
た
日
本
で
、

国
際
大
会
を
円
滑
に
運
営
す
る
た
め
に
導

入
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
そ
の
簡
便
さ
か

ら
今
で
は
「
世
界
共
通
言
語
」
と
し
て
定
着

し
て
い
ま
す
。
私
が
重
ね
重
ね
感
嘆
す
る

の
は
、
ト
イ
レ
の
表
示
で
す
。
用
途
を
あ
か

ら
さ
ま
に
示
す
の
で
は
な
く
、
青
と
赤
の

シ
ル
エ
ッ
ト
を
並
べ
て
男
女
別
々
の
空
間

と
類
推
さ
せ
る
着
想
は
実
に
エ
レ
ガ
ン
ト

で
す
。

　

1
9
6
4
年
の
東
京
五
輪
は
、そ
の
19
年

前
の
敗
戦
か
ら
の
完
全
復
活
を
告
げ
る
も

の
で
し
た
。
次
の
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
2
0
2
0
に

お
い
て
は
、も
は
や
全
面
的
な
都
市
改
造

は
望
む
べ
く
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
自
然
と

の
共
生
、
多
様
性
の
尊
重
、
Ａ
Ｉ
や
Ｉ
ｏ
Ｔ

の
活
用
な
ど
、
理
想
の
未
来
を
体
現
す
る

大
会
運
営
は
可
能
で
す
。
そ
の
意
味
で
、
発

災
か
ら
9
年
と
な
る
東
日
本
大
震
災
か
ら

の
復
興
を
象
徴
す
る
と
同
時
に
、
バ
ブ
ル

崩
壊
後
30
年
の
閉
塞
感
を
払
拭
し
、
再
び

世
界
を
リ
ー
ド
す
る
国
と
し
て
注
目
さ
れ

る
機
会
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。

　

日
本
の
古
代
国
家
が
、中
国
に
な
ら
っ

て
律り
つ
り
ょ
う令

と
い
う
法
律
に
よ
る
統
治
制
度

を
導
入
す
る
と
、全
国
に
70
弱
の
国く
に

が
設

置
さ
れ
、現
在
の
島
根
県
西
部
は
石い
わ
み
の見

国く
に

と
な
り
ま
し
た
。

　

各
国
は
複
数
の
郡
で
構
成
さ
れ
、現
在

の
益
田
市
に
相
当
す
る
地
域
は
美み
の
ぐ
ん

濃
郡

と
さ
れ
ま
し
た
が
、当
初
は
現
在
の
鹿か
の
あ
し足

郡ぐ
ん（

津
和
野
町
と
吉
賀
町
）も
含
む
、か
な

り
巨
大
な
郡
で
し
た
。
そ
れ
は
、
現
在

の
益
田
市
域
に
か
な
り
巨
大
な
豪
族
が

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。鹿
足
郡
は

承じ
ょ
う
わ和

10（
8
4
3
）年
に
美
濃
郡
か
ら
分

割
し
て
設
置
さ
れ
ま
し
た
。こ
の
と
き
分

割
さ
れ
た
郡
の
境
界
が
大お
お
ざ
か
い境（

安や
す
ど
み富

町ち
ょ
う・

横
田
町
）
で
あ
る
と
い
い
ま
す
（
郡
域
は

後
に
変
遷
し
ま
す
）。

　

仁に
ん
じ
ゅ寿

4（
8
5
4
）年
、美
濃
郡
で
醴れ
い

泉せ
ん

（
甘
い
味
の
す
る
水
）が
出
て
、と
て
も
め

で
た
い
こ
と
と
し
て
斉さ
い
こ
う衡

元
年
に
改か
い
げ
ん元

さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
醴
泉
が
養よ
う
ろ
う老
滝の
た
き（
美

都
町
宇
津
川
）
で
あ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。

元
が
ん
ぎ
ょ
う慶

5（
8
8
1
）年
、美
濃
郡
都つ
も
ご
う

茂
郷

丸ま
る
や
ま山

で
銅
が
産
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ

が
昭
和
62
（
1
9
8
7
）
年
の
閉
山
ま
で

１
千
年
以
上
の
歴
史
を
誇
る
都
茂
鉱
山

の
始
ま
り
で
す
。
東ひ
が
し
せ
ん
ど
う

仙
道
に
は
、古
代
の

官か
ん
が衙

（
役
所
）
跡
と
推
測
さ
れ
る
酒さ
か
や屋

原ば
ら

遺
跡
や
役
人
の
居
住
集
落
跡
と
考
え
ら

れ
る
下し
も
つ
も
ば
ら

都
茂
原
遺
跡
が
あ
り
ま
す
が
、こ

れ
ら
も
都
茂
鉱
山
と
の
関
係
が
推
測
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、安
富
町
の
中な
か
し
ょ
う
じ

小
路
遺
跡
な
ど

が
古
代
官
衙
跡
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。

延え
ん
ち
ょ
う長

5（
9
2
7
）年
に
編
纂
さ
れ
た

「
延え
ん
ぎ
し
き

喜
式
」
に
は
、
諸
国
の
神
社
の
名

前
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
見
え
る

神
社
を
「
式し
き
な
い
し
ゃ

内
社
」
と
い
い
ま
す
。
美

濃
郡
五
座
と
し
て
、
菅す
か

野の
の

天あ
め
の

財た
か
ら

若わ
か

子こ
の

命み
こ
と神

社
、
佐さ
ひ
め
の
や
ま

毘
売
山
神
社
（
乙お
と
こ
ち
ょ
う

子
町
）、

染し
み
は羽

天あ
ま
い
し
か
つ
の
み
こ
と

石
勝
命
神
社
（
染そ
め
ば
ち
ょ
う

羽
町
、
染そ
め
は羽

天あ
め
の
い
わ
か
つ

石
勝
神
社
）、
櫛く
し
し
ろ代

賀か
ひ
め
の姫

命み
こ
と神

社
（
久

城
町
、
櫛
代
賀
姫
神
社
）、
小
お
の
の
あ
め
の
お
お
み
か
み

野
天
大
神

之の
た
そ
あ
ず
わ
ご
の
み
こ
と

多
初
阿
豆
委
居
命
神
社（
読
み
は
一
部

推
定
）が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
菅
野
…

に
比
定
さ
れ
る
神
社
は
不
明
で
す
。小
野

…
は
戸
田
町
の
小
野
神
社
と
さ
れ
て
い

ま
し
た
が
、近
年
は
横
田
町
の
豊
田
神
社

と
す
る
説
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、佐
毘
売

山
神
社
は
都
茂
鉱
山
の
技
術
者
が
信
仰

し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
文
化
財
や
神
社
か
ら
古
代
の

益
田
の
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

益田市の歴史文化の特色（全7回）

  第4回　1000年の歴史を誇る都茂鉱山と古代官衙群・式内社
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