
　

2
0
2
0
年
の
東
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
、

2
0
2
5
年
の
大
阪
万
国
博
覧

会
を
控
え
た
日
本
。
こ
れ
か
ら

ま
す
ま
す
、
多
く
の
外
国
人
が

訪
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

近
年
は
観
光
客
だ
け
で
な

く
、
身
近
な
場
所
で
彼
ら
の
姿

を
見
か
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
飲
食
店
や
コ
ン
ビ
ニ
、
工

場
、
医
療
現
場
な
ど
で
働
く
人

も
多
く
い
ま
す
。

　

世
界
の
距
離
が
縮
ま
り
、
多

様
な
人
々
が
と
も
に
暮
ら
す
よ

う
に
な
る
こ
と
は
素
晴
ら
し
い

こ
と
で
す
。
し
か
し
異
な
る
文

化
や
言
葉
を
持
つ
人
と
共
生
す

る
た
め
に
は
、
多
く
の
課
題
を

解
決
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

・ 

言
葉
が
通
じ
な
い
外
国
人
を

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
入
れ
な
い

・ 

外
国
人
で
あ
る
こ
と
を
理
由

に
ア
パ
ー
ト
や
マ
ン
シ
ョ
ン

へ
の
入
居
を
拒
否
す
る

・ 

外
国
人
を
排
斥
す
る
言
動（
ヘ

イ
ト
ス
ピ
ー
チ
）

　

こ
れ
ら
の
問
題
は
、
私
た
ち

日
本
人
が
お
互
い
を
「
同
質
性

を
持
つ
存
在
で
あ
る
」
と
思
い

込
ん
で
い
る
こ
と
に
起
因
し
ま

す
。
し
か
し
、「
日
本
人
な
ら
」

「
外
国
人
だ
か
ら
」
と
い
う
の

は
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
成
り

立
ち
ま
せ
ん
。
日
本
人
に
も
さ

ま
ざ
ま
な
人
が
い
て
、
外
国
人

も
そ
れ
は
同
じ
だ
と
言
う
こ
と

が
分
か
る
か
ら
で
す
。

　

ど
ん
な
言
葉
を
話
し
て
い
て

も
、
ど
ん
な
文
化
や
宗
教
を

持
っ
て
い
て
も
、
そ
の
人
が
そ

の
人
ら
し
く
生
き
る
こ
と
は
誰

も
が
持
つ
権
利
で
す
。

　
「
郷
に
入
っ
て
は
郷
に
従
え
」

と
言
う
こ
と
わ
ざ
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
を
日
本
に
住
む
外
国
人
に

そ
の
ま
ま
適
用
し
、
言
動
を
強

い
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は

い
け
ま
せ
ん
。

　

異
な
る
文
化
を
持
つ
人
が
い

る
こ
と
を
理
解
し
、
多
様
性
を

認
め
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　
「
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
も
、

ゴ
ミ
出
し
の
ル
ー
ル
は
守
ら
な

い
し
、
交
通
ル
ー
ル
も
理
解
し

て
い
な
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い

う
声
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
行
動
は
、

「
ル
ー
ル
違
反
を
し
よ
う
」
と

思
っ
て
引
き
起
こ
し
た
の
で
は

な
く
、
た
だ
「
ル
ー
ル
を
知
ら

な
い
」
か
ら
引
き
起
こ
さ
れ
た

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
考
え
る

と
、
そ
れ
ら
の
ル
ー
ル
は
多
言

語
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
で
し
ょ

う
か
。
あ
る
い
は
言
葉
が
分
か

ら
な
く
て
も
、
目
で
見
て
分
か

る
よ
う
な
工
夫
は
さ
れ
て
い
る

で
し
ょ
う
か
。

　

本
当
に
困
っ
て
い
る
人
は
自

分
た
ち
で
は
な
く
、
外
国
人
か

も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

も
し
地
域
で
困
っ
て
い
る
外

国
人
が
い
た
ら
、
積
極
的
に
声

を
か
け
ま
し
ょ
う
。
時
に
は
注

意
す
る
こ
と
も
必
要
で
す
。

　

普
段
は
違
う
言
葉
で
会
話

し
て
い
る
人
も
、「
ゆ
っ
く
り
、

は
っ
き
り
と
し
た
日
本
語
」
な

ら
ば
、
内
容
の
多
く
は
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
ず
は
あ
い
さ
つ
を
し
て
み

ま
し
ょ
う
。
あ
い
さ
つ
が
で
き

る
関
係
に
な
れ
ば
、
と
も
に
気

持
ち
よ
く
生
活
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
「
外
国
人
に
対
す
る
偏
見
や

思
い
込
み
」
と
、「
国
に
よ
っ

て
違
う
マ
ナ
ー
や
モ
ラ
ル
」
の

違
い
は
分
け
て
考
え
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

■ 

外
国
人
に
対
す
る
偏
見
や
思

い
込
み
（
例
）

・
悪
い
こ
と
を
し
そ
う

・
話
し
か
け
て
も
通
じ
な
い

・
な
ん
だ
か
怖
い

・
手
で
食
べ
る
か
ら
汚
い

■ 

国
に
よ
っ
て
違
う
マ
ナ
ー
や

モ
ラ
ル
（
例
）

・ 

日
本
で
は
電
車
で
電
話
を
し

て
は
い
け
な
い
（
す
る
と
し

て
も
小
声
）
が
、
A
国
で
は

小
声
で
話
す
と
「
悪
い
こ
と

人権問題を考える

外
国
人
の
人
権
問
題
と

私
た
ち
に
で
き
る
こ
と

を
考
え
て
い
る
」
と
思
わ
れ

る
の
で
、
わ
ざ
と
大
き
な
声

で
話
す

　

前
者
は
そ
の
存
在
を
私
た
ち

が
自
覚
し
、
克
服
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
後
者
は
私
た
ち
が

相
手
の
こ
と
を
よ
く
知
り
、
そ

の
上
で
必
要
に
応
じ
て
「
日
本

で
は
こ
う
し
た
方
が
い
い
よ
」

と
教
え
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
。
そ

の
と
き
は
「
あ
な
た
の
国
の
こ

と
を
教
え
て
ほ
し
い
」
と
一
言

を
添
え
る
と
、
き
っ
と
喜
ん
で

話
し
て
く
れ
る
は
ず
で
す
。

　
「
自
分
が
外
国
人
だ
っ
た
ら
」

と
い
う
視
点
で
、
周
り
を
見
渡

し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
医
療
、

学
校
教
育
、
地
域
社
会
参
加
な

ど
、
本
当
に
す
べ
て
の
人
に
開

か
れ
て
い
ま
す
か
？　

言
語
や

文
化
、
制
度
の
壁
で
取
り
残
さ

れ
て
い
る
人
は
い
ま
せ
ん
か
?

　

外
国
か
ら
日
本
に
来
た
人
が

「
日
本
っ
て
い
い
国
だ
な
」
と

思
え
る
か
ど
う
か
は
、
私
た
ち

の
言
動
に
か
か
っ
て
い
ま
す
。

問
教
育
委
員
会
事
務
局

人
権
・
同
和
教
育
係

☎
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（
前
略
）
仁（

西

暦

３

６

７

年

）

徳
天
皇
五
十
五
年

藤と
う
の
だ
い
じ
ん

大
臣
帝
都
ヲ
辞
シ
テ
、
筑
後

ノ
国
御
井
郡
高
良
山
ニ
移
リ
、

高た
か
む
れ

牟
禮
ノ
山
上
ニ
宿
ス
。
四し

ほ
う方

八は
ち
よ
う葉

ノ
石い

し
だ
た
み疊

ヲ
構
テ
結
界
ノ
地

ト
為
シ
、
居
ヲ
彼
ノ
中
央
ニ
卜ぼ

く

ス
。
薨こ

う
ぎ
ょ御

ノ
後
、
山
上
ニ
社
ヲ

建
テ
テ
玉た

ま
た
れ
の
み
や

垂
宮
ト
号
シ
、
高
良

ノ
大
明
神
ト
崇あ

が

メ
奉
ル（
後
略
）。

　

右
は
今
回
ご
紹
介
す
る
『
高

良
玉
垂
宮
縁
起
』（
書
籍
）
の

一
節
で
す
。
平
成
30
年
8
月
1

日
付
で
、
広
川
町
の
有
形
文
化

財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
縁
起
は
幅
30
・
4
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
×
長
さ
7
1
5
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
巻か

ん
す
ぼ
ん

子
本
（
巻

物
）。
以
前
は
故
稲い

な
か
ず員

文
蔵
氏

（
熊
本
市
）
が
所
蔵
し
て
い
ま

し
た
が
、
現
在
は
稲
員
信
幸
氏

（
太
田
区
）
が
所
蔵
し
て
い
ま

す
。
平
成
25
年
の
解
読
や
校
訂
、

活
字
化
の
過
程
で
、
極
め
て
貴

重
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か

り
ま
し
た
。

　

久
留
米
市
の
高
良
大
社
に
は
、

数
種
類
の
「
玉
垂
宮
縁
起
」
が

伝
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
稲
員
家

所
蔵
本
は
そ
の
い
ず
れ
と
も
一

致
せ
ず
、
記
述
内
容
は
わ
ず
か

に
違
い
が
あ
り
ま
す
。

　

巻
末
の
奥
付
に
は
、
筆
写
年

月
日
の
記
載
は
な
い
も
の
の
、

「
高
良
社
大お

お
ほ
う
り祝

鏡か
が
み
や
ま山

保
清
謹

写
之
」
と
あ
り
ま
す
。

　

文
久
元
年
（
1
8
6
1
年
）、

物も
の
の
べ部

定さ
だ
の
り儀

（
鏡
山
氏
）
に
よ
っ

て
記
さ
れ
た
『
鏡
山
氏
（
高
良

社
大
祝
職
）
系
譜
』
に
よ
る
と
、

大
祝
保
清
は
高
良
社
大
祝
職
鏡

山
保
常
の
次
男
で
あ
る
こ
と
が

分
か
り
ま
す
。
保
清
は
天
正
10

年（
1
5
8
2
年
）、辺へ

ば
る
じ
ょ
う

春
城（
八

女
市
立
花
町
高
須
田
）
に
援
軍

と
し
て
駆
け
つ
け
、
討
ち
死
に

し
て
い
ま
す
。

　

保
常
に
は
保
真
、
保
清
の
2

人
の
息
子
が
い
ま
す
。
兄
の
保

真
は
父
親
の
軍ぐ

ん
こ
う功

に
よ
り
、
豊

後
の
大
友
氏
か
ら
感
状
と
所
領

の
加
増
を
受
け
た
こ
と
が
、
古

文
書
な
ど
で
明
ら
か
に
な
っ
て

い
ま
す
。
弟
の
保
清
に
関
し
て

は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
詳
細

が
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
し
か
し
今
回
、新
し
い「
縁
起
」

を
確
認
し
た
こ
と
で
、
保
清
も

同
時
代
に
大
祝
職
と
し
て
高
良

社
中
枢
で
活
動
し
て
い
た
こ
と

が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
か
ら
、
奥
付
に
年

月
日
の
記
載
は
な
い
も
の
の
、

筆
写
さ
れ
た
年
代
は
戦
国
時

代
末
で
は
な
い
か
と
推
測
し

て
い
ま
す
。

　

保
清
が
筆
写
し
た
と
い
う

「
縁
起
」
の
原
本
は
、
本
来

な
ら
ば
高
良
大
社
に
伝
わ
っ

て
い
て
し
か
る
べ
き
で
す
が
、

今
の
と
こ
ろ
確
認
で
き
て
い

ま
せ
ん
。

　

そ
も
そ
も
こ
の
「
縁
起
」

は
、
な
ぜ
稲
員
家
に
伝
わ
っ

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

古
来
高
良
社
で
は
、鏡
山
・

宗む
ね
さ
き崎

・
稲
員
・
神く

ま
し
ろ代

・
丹た

ん
ば波

氏
を
「
高
良
神し

ん
え
い裔

五
氏
」
と

称
し
て
い
ま
し
た
。
中
で
も

稲
員
氏
は
、
神し

ん
か
ん
と
う
し
き

管
頭
職
と
し

て
三
種
の
神
宝
出す

い
と
う
し
き

納
職
を
兼

ね
、
大
役
を
任
さ
れ
て
い
ま
し

た
（
ち
な
み
に
辺
春
城
の
戦
に

は
、
鏡
山
保
常
と
の
義
に
よ
っ

て
稲
員
安
茂
も
出
陣
し
、
討
ち

死
に
し
て
い
ま
す
）。

　

こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
稲

員
家
に
伝
わ
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
も
考
え
て
い
ま
す
。

広
川
町
郷
土
史
研
究
会

ふるさと再発見

広
川
町
古
墳
資
料
館
だ
よ
り

　

直
弧
文
彫
刻
体
験
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
で
、
石
人
山
古
墳

の
石
棺
を
復
元
し
て
い
ま
す
。

そ
の
材
料
で
あ
る
阿
蘇
溶
結

凝
灰
岩
原
石
の
入
手
は
困
難

を
極
め
ま
し
た
。

　

石
棺
の
棺
蓋
は
高
さ
50
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
×
幅
1
5
0

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
×
長
さ

2
7
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。

こ
れ
が
1
つ
の
大
き
な
石
か

ら
で
き
て
い
ま
す
。
棺
身
も

4
つ
の
大
き
な
石
の
組
み
合

わ
せ
に
よ
る
も
の
で
、
石
棺

を
復
元
す
る
に
は
、
こ
れ
よ

り
大
き
い
石
材
が
必
要
で
す
。

　

し
か
し
現
在
、
こ
の
大
き

さ
の
石
材
を
採
取
す
る
に
は
、

何
年
も
の
歳
月
を
要
し
ま
す
。

石
材
内
部
に
ひ
び
が
あ
る
と

彫
刻
時
に
割
れ
て
し
ま
う
こ
と

も
あ
り
、
実
際
に
は
実
物
の

3
倍
の
大
き
さ
が
必
要
で
す
。

　

そ
こ
で
棺
蓋
・
棺
身
は
、

数
個
の
石

材
の
組
み

合
わ
せ
で

再
現
す
る

こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

昨年 8月 1日付で広川町の有形文化財に指定された『高良玉垂宮縁起』

新
し
く
町
指
定
文
化
財
に
な
っ
た

『
高
良
玉
垂
宮
縁
起
』【
そ
の
1
】
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