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文
化
財
保
護
法
を
死
文
化
す
る
な

高
校
の
先
生
が
文
化
財
保
護
法
に
違
反
し
た
疑
い

で
営
林
署
か
ら
書
類
を
検
察
庁
に
お
く
ら
れ
た
｡

こ
の
先
生
は
夏
山
の
最
麗
期
に
生
徒
七
人
と
一
緒
に

北
ア
ル
プ
ス
の
白
馬
岳
に
の
ぼ
り
小
雪
渓
の
石
室
の

附
近
で
キ
ャ
ン
プ
し
よ
う
と
し
て
牛
徒
が
､
天
然
記

念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
請
出
植
物
を
､
発
向
ナ
イ

フ
で
三
十
平
方
メ
ー
ト
ル
羅
刈
り
取
っ
た
賞
紅
を
問

わ
れ
た
も
の
だ
｡
先
生
は
生
徒
の
刈
り
取
っ
た
南
山

植
物
が
天
然
記
念
物
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た

と
云
っ
て
い
る
｡
驚
い
た
話
し
だ
｡

天
然
記
念
物
の
保
護
地
区
に
は
当
然
標
識
が
立
っ

て
あ
り
こ
の
先
生
も
標
識
を
見
て
い
た
と
い
う
｡

営
林
薯
は
摘
発
さ
れ
た
本
人
た
ち
は
罪
を
深
く
悔
い

て
い
る
と
去
っ
て
い
る
が
､
今
度
の
場
合
か
つ
て
な

い
大
き
な
被
害
で
あ
る
と
て
今
後
の
一
般
に
対
す
る

戒
し
め
と
し
て
法
を
適
用
し
強
い
態
度
で
臨
ん
だ
｡

一
般
に
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
文
化
財
保
護
法
が
生

か
さ
れ
た
の
だ
｡
こ
の
法
は
､
国
民
の
貴
彊
な
文
化

財
を
保
存
し
文
化
生
活
の
向
上
に
役
立
た
せ
世
界
文

化
の
進
捗
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
｡

心
な
い
登
山
者
が
法
の
保
護
を
受
け
て
い
る
高
山

植
物
を
荒
し
制
裁
を
受
け
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ

る
｡
し
か
し
法
に
撞
き
人
を
罰
す
る
こ
と
の
み
が
法

を
生
か
す
唯
一
の
道
で
は
な
い
｡

高
山
植
物
等
観
光
質
源
保
誰
対
策
協
議
会
で
は
､
必

要
に
芯
し
て
特
別
保
護
地
区
を
設
け
地
元
の
営
林
署

が
中
心
に
な
り
高
山
植
物
等
の
保
護
に
当
っ
て
い
る

が
､
そ
れ
相
当
の
予
算
が
伴
な
わ
な
い
た
め
､
思
う

よ
う
な
保
護
活
動
が
出
来
な
い
と
関
係
者
は
訴
え
て

い
る
｡
国
民
の
文
化
的
質
屋
を
保
護
し
て
い
く
に

は
充
分
な
予
鈴
を
伴
な
っ
た
行
政
指
非
が
必
要
で
あ

る
｡
こ
れ
は
文
化
財
全
般
の
法
を
生
か
す
根
本
的
な

問
題
で
あ
る
と
思
う
｡

忘
れ
が
ち
な
こ
と
を
思
い
起
こ
す
こ
と
は
貴
重
な

体
験
で
あ
る
｡
乏
し
い
保
護
対
策
に
協
力
し
て
い
く

こ
と
は
法
以
前
の
常
識
で
あ
る
と
と
も
に
､
厳
存
し

て
い
る
法
に
対
す
る
義
務
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
認

識

し

た

い

｡
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オ　オ　ヨ　シ　キ　リ　の　ヒ　ナ

後
立
山
遼
峯
の
一
つ
爺
ケ
岳
(
二
､
六
六
九
米
)
に

今
シ
ー
ズ
ン
か
ら
開
放
さ
れ
た
新
ル
ー
ト
を
綱
介
し

よ
う
｡
こ
の
爺
ケ
岳
は
､
美
し
い
双
耳
峯
を
固
く
鹿

島
槍
ヶ
岳
の
南
方
に
位
し
､
大
町
市
立
山
岳
博
物
館

の
雷
鳥
調
査
等
で
全
国
に
名
を
馳
せ
た
山
で
あ
る
｡

こ
の
山
へ
の
今
迄
の
蕎
山
路
は
扇
沢
の
河
原
づ
た
い

の
路
で
雨
の
陥
る
た
び
に
流
失
し
登
山
者
の
足
を
う

は
っ
た
も
の
だ
｡
そ
こ
で
､
長
野
県
と
大
町
市
と
そ

し
て
稚
池
小
舎
の
主
人
､
柏
原
氏
と
の
三
者
の
協
力

に
よ
っ
て
こ
の
新
し
い
ル
ー
ト
が
開
拓
さ
れ
た
の
で

あ
る
｡

さ
て
､
観
光
客
で
に
ぎ
わ
う
黒
四
ダ
ム
へ
の
大
町
ル

ー
ト
を
扇
沢
で
別
れ
､
今
迄
の
と
り
つ
き
点
で
あ
っ

た
右
岸
と
反
対
に
左
岸
の
ナ
ラ
林
に
入
れ
ば
新
し
い

ル
ー
ト
の
と
り
つ
き
点
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
｡
巾

貞
一
米
の
道
は
登
山
路
に
は
む
し
ろ
せ
い
た
-
な
感

さ
え
抱
か
せ
る
｡
扇
沢
の
流
れ
と
別
れ
て
二
十
分
も

歩
け
ば
尾
根
筋
に
出
る
｡

初
夏
の
頃
は
シ
ヤ
ク
ナ
ゲ
が
咲
き
乱
れ
吹
き
上
げ
る

沢
風
も
ひ
と
き
わ
さ
わ
や
か
で
あ
る
｡
さ
わ
ら
の
林

の
道
を
右
に
大
町
市
街
地
を
遠
望
し
､
左
に
針
の
木

岳
の
雪
渓
を
み
な
か
ら
夢
を
運
べ
､
は
や
が
て
市
宿
の

遠
盟
と
も
別
れ
､
尾
根
の
中
腹
を
深
い
谷
川
の
音
を

き
ゝ
木
の
間
が
く
れ
に
残
雪
の
岩
小
屋
沢
缶
の
姿
が

見
え
て
来
る
と
高
度
も
ぐ
ん
ぐ
か
せ
い
で
-
る
｡

そ
し
て
肩
の
荷
物
が
次
第
に
重
く
感
じ
ら
れ
て
来
る

頃
に
は
爺
ケ
岳
の
線
の
稜
線
に
種
油
小
屋
の
赤
い
屋

根
が
見
え
て
来
る
｡
原
始
林
を
ぬ
け
て
振
り
返
え
れ

ば
､
針
の
木
島
の
雪
渓
が
夏
空
に
せ
り
上
が
っ
て
水

宿
の
水
も
残
り
少
な
-
な
り
､
爺
ケ
岳
の
高
架
の
稜

線
が
ゆ
る
-
せ
ま
っ
て
く
る
と
種
池
小
屋
は
も
う
指

呼
の
間
で
あ
る
｡
扇
沢
の
取
付
点
か
ら
､
種
油
小
屋

ま
で
四
･
八
K
わ
ず
か
三
時
間
余
り
の
ゆ
る
い
の
ぼ

り
で
､
黒
部
の
谷
の
向
う
に
剣
岳
の
岩
肌
を
み
る
種

油
小
屋
に
到
霜
す
る
｡
こ
の
ル
ー
ト
は
中
途
､
水
場

の
な
い
の
が
少
し
苦
し
い
が
､
安
全
な
登
山
が
叫
ば

れ
て
い
る
昨
今
の
山
に
ふ
さ
わ
し
い
登
山
路
と
い
え

る
で
あ
ろ
う
｡

オ
オ
ヨ
シ
キ
-
の
巣
立
ち

長

　

沢

　

修

　

介

す
っ
か
り
鳴
き
声
を
し
つ
め
て
し
ま
っ
た
オ
オ
ヨ

シ
キ
リ
に
代
っ
て
､
ヨ
シ
原
と
い
く
ら
か
乾
燥
し
た

草
原
と
の
間
を
往
復
し
な
が
ら
､
オ
オ
ヨ
シ
キ
リ
よ

り
は
低
い
が
､
そ
れ
よ
り
は
も
っ
と
激
し
く
鳴
い
て

い
る
の
は
つ
ヨ
シ
キ
リ
た
｡

昨
年
に
続
い
て
コ
ヨ
シ
キ
リ
の
蕃
経
を
見
よ
う
と

や
っ
て
来
た
が
､
こ
の
草
原
に
は
夏
の
太
陽
を
さ
え

ぎ
る
も
の
が
何
も
な
く
'
た
だ
で
さ
え
暑
い
の
に
重

い
撃
退
レ
ン
ズ
の
つ
い
た
カ
メ
ラ
を
か
ま
え
て
､
身

動
き
一
つ
出
来
ず
立
っ
て
い
る
態
は
､
人
が
見
た
ら

こ
の
掃
き
の
中
に
何
と
馬
捷
な
こ
と
だ
ろ
う
と
思
う

が
,
当
の
本
人
に
し
て
み
れ
ば
顔
か
ら
'
胸
へ
背
中

を
滝
の
よ
う
に
流
れ
る
汗
を
拭
い
も
せ
ず
､
目
だ
け

ぎ
ょ
ろ
つ
か
せ
て
鳥
の
近
寄
っ
て
く
れ
る
の
を
心
待

ち
に
必
死
の
苦
闘
で
あ
る
.

し
か
し
も
う
二
時
間
も
た
つ
の
に
一
向
に
コ
ヨ
シ

キ
リ
は
巣
の
場
所
を
教
え
て
も
-
れ
ず
､
近
寄
っ
て

も
く
れ
な
い
｡
草
い
き
れ
と
若
さ
で
目
ま
い
さ
え
覚

え
つ
い
に
精
根
つ
き
て
ヨ
シ
原
に
も
ぐ
り
込
ん
で
冷

い
湧
水
で
顔
を
洗
い
喉
を
う
る
お
す
｡

一
息
つ
い
て
辺
り
の
オ
オ
ヨ
シ
キ
リ
の
警
戒
声
に

気
付
い
た
｡
あ
の
張
り
の
あ
る
声
で
は
な
く
ギ
リ
､

ギ
ャ
-
と
今
に
も
血
で
も
吐
き
出
し
そ
う
な
､
声
帯

の
つ
ぶ
れ
た
声
で
あ
る
｡
姿
は
と
み
る
と
÷
｣
れ
も

ヨ
シ
の
薬
で
す
れ
て
羽
も
す
っ
か
り
自
ら
ゃ
け
て
尾

羽
も
ぼ
ろ
ぼ
ろ
､
あ
の
姿
で
良
く
飛
べ
る
も
の
だ
と

思
う
位
の
あ
わ
れ
な
姿
で
あ
る
｡
ヒ
ナ
を
育
て
る
た

め
に
す
っ
か
り
体
を
す
り
へ
ら
し
て
し
ま
っ
た
見
る

も
哀
れ
な
親
鳥
の
姿
で
あ
る
｡

そ
の
側
に
親
と
は
対
称
的
に
丸
々
と
太
っ
た
ヒ
ナ
が

大
空
と
い
う
自
由
の
世
界
を
始
め
て
み
る
か
の
よ
う

に
､
き
ょ
ろ
き
ょ
ろ
と
あ
ち
こ
ち
を
見
廻
し
て
い
た

そ
の
姿
が
い
か
に
も
子
供
の
よ
う
で
可
愛
ら
し
く
､

そ
っ
と
カ
メ
ラ
を
か
ま
え
て
近
付
い
て
も
､
生
れ
て

始
め
て
見
る
人
間
に
憩
が
り
も
せ
ず
､
大
き
な
目
を

見
開
い
て
､
じ
っ
と
見
据
え
て
い
た
｡

そ
の
態
が
あ
ま
り
に
童
の
そ
れ
に
似
て
い
ち
ら
し

く
､
親
の
悲
し
そ
う
な
声
を
よ
そ
に
立
ち
去
る
こ
と

を
忘
れ
さ
せ
て
そ
の
姿
に
見
ほ
れ
て
い
た
｡
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男

鈍物檎･
と山

閣
闘
闘
開
聞
闘
闘
闘
闘

-

-

.

J

1

-

-

I

-

I

虚

　

子

　

句

　

碑

茅
野
市
北
山
滝
湯
手
前

長
野
県
の
高
浜
虚
子
関
係
碑
は
六
基
｡
年
代
の
順

に
あ
げ
る
｡
い
ず
れ
も
虚
子
自
筆
｡
筆
致
は
い
さ
さ

か
渋
滞
し
て
お
り
､
そ
れ
が
一
種
の
風
韻
を
生
ん
で

い
る
｡
六
基
に
共
通
す
ろ
特
徴
だ
｡

①
更
級
や
嬢
桧
山
の
月
ぞ
こ
れ
(
電
着
山
頂
)
昭
和

三
十
二
年

出
び
た
い
の
碑
面
を
磨
い
て
一
旬
が
し
た
た
め
ら
れ

て
い
る
｡
本
来
の
敬
桧
山
は
こ
っ
ち
な
ん
だ
と
､
高

い
山
頂
に
お
っ
建
て
た
｡
宜
伝
臭
た
っ
ぷ
り
｡
句
も

ま
た
味
気
な
い
｡

⑪
秋
時
や
八
ケ
宙
を
見
浅
間
を
見
(
臼
田
町
稲
荷
山

公
園
)
昭
和
三
十
一
年

⑨
秋
晴
の
浅
間
仰
ぎ
て
主
客
あ
り
(
小
諸
高
校
下
､

虚
子
疎
開
砲
)
同
年

④
立
科
に
春
の
雲
今
う
ご
き
居
り
(
小
諸
市
八
幡
神

社
)
昭
和
二
十
二
年

戦
時
中
､
一
年
半
の
小
諸
政
閑
が
こ
の
三
碑
を
坐
ん

だ
｡
四
周
の
山
々
が
詠
ぜ
ら
れ
て
印
象
的
だ
｡

⑧
大
粒
の
雨
と
な
り
け
り
ほ
と
と
ぎ
す
(
池
田
町
太

巻
中
腹
)
昭
和
二
十
四
年

植
林
の
記
念
碑
と
し
て
空
穂
､
麓
両
氏
の
歌
と
並
刻

さ
れ
た
大
碑
｡
碑
も
､
歌
句
も
凡
｡

⑥
最
後
に
､
一
番
古
い
睦
子
句
碑
は
北
山
の
蓼
科
高

原
｡
台
地
を
せ
り
上
っ
て
､
山
地
の
中
腹
に
当
る
と

こ
ろ
｡
滝
湯
へ
榔
道
が
く
だ
っ
て
い
-
三
辻
に
東
面

し
て
立
っ
て
い
る
｡
碑
文
は
､

昭
和
十
四
年
九
月
二
十
四
日
一
遊
　
虚
子

山
々
の
男
ぶ
り
み
よ
甲
斐
の
秋

山
の
日
は
訝
し
と
い
ヘ
ビ
秋
の
風

母
を
呼
ぶ
娘
や
高
原
の
秋
す
み
て

全
体
が
四
行
に
彫
ま
れ
､
わ
く
と
り
の
中
に
納
め
ら

れ
て
い
る
｡
と
ぎ
す
ま
さ
れ
た
黒
石
｡
高
さ
は
二
メ

ー
タ
ー
を
､
幅
は
一
メ
ー
タ
ー
を
越
え
る
｡
一
メ
ー

タ
ー
程
の
台
座
上
に
す
え
ら
れ
て
い
る
｡
こ
け
お
ど

し
の
う
ら
み
が
な
い
で
は
な
い
｡
碑
面
が
の
っ
べ
ら

ぼ
う
で
､
形
も
起
き
に
欠
け
る
｡

諏
訪
は
ア
ラ
ラ
ギ
の
温
床
で
あ
っ
た
｡
と
共
に
､

子
規
派
の
俳
句
も
育
っ
て
い
た
｡
諏
訪
全
体
が
そ
う

だ
っ
た
よ
う
に
､
こ
こ
山
浦
地
方
も
同
様
だ
っ
た
｡

俳
句
で
は
両
角
竹
舟
即
を
先
頭
に
､
多
く
の
作
者
が

明
治
､
大
正
､
昭
和
の
三
代
に
わ
た
っ
て
活
綾
な
動

さ
を
み
せ
た
｡
そ
う
し
た
同
志

が
相
寄
っ
て
子
規
門
の
元
老
虚

子
の
碑
を
建
て
た
こ
と
は
極
め

て
自
然
な
こ
と
だ
っ
た
｡

建
碑
当
時
の
様
子
を
白
潮
氏

の

一

文

に

う

か

が

う

と

'

　

-

｢
昭
和
一
四
年
九
月
二
三
､
二

四
の
両
日
に
あ
た
っ
て
高
浜
虚

子
､
高
浜
年
尾
へ
高
安
風
位
､

山
口
青
邸
､
池
内
た
け
し
典
他

著
名
な
る
ホ
ト
ト
ギ
ス
同
人
が

二
四
名
の
一
行
で
蓼
科
高
原
に

吟
行
に
来
て
､
地
元
の
信
濃
ホ

ト
ト
ギ
ス
会
の
両
角
竹
舟
朗
､

常
田
残
雪
､
手
塚
杜
美
玉
'
藤

森
雪
渓
､
木
村
蕪
城
､
両
角
福
､
小
口
白
洲
等
二
三

名
と
合
同
の
俳
句
大
会
を
開
催
し
た
こ
と
は
'
今
日

に
お
い
て
考
え
て
も
空
前
絶
後
の
こ
と
で
､
-
-

会
場
は
新
築
最
中
の
滝
湯
温
泉
で
あ
っ
た
｡
成
子
の

来
杖
を
記
念
し
て
翌
一
五
年
一
〇
月
に
沌
湯
入
口
の

辻
の
所
に
巨
大
な
虚
子
句
碑
が
建
立
さ
れ
た
｡
竹
舟

邸
の
奔
走
に
よ
る
も
の
で
-
｣
　
(
雑
誌
｢
諏
訪
｣
第
五

早
)
｡
碑
陰
に
刻
ま
れ
る
と
こ
ろ
は
､
　
-
　
発
起
者

北
山
同
人
｡
後
援
者
､
矢
崎
哲
夫
､
信
濃
ホ
ト
ト
ギ

ス
会
｡
-
地
元
北
山
の
同
人
の
憲
で
あ
る
こ
と
､
い

う
ま
で
も
な
い
｡

碑
の
前
に
立
つ
｡
こ
こ
は
ち
ょ
う
ど
道
隈
で
あ
る

た
め
に
広
大
な
眺
め
を
ほ
し
い
ま
ま
に
で
き
な
い
｡

一
級
の
高
原
な
の
に
惜
し
い
?
夏
と
も
な
る
と
､
ひ

ど
い
土
嚢
を
か
ぶ
っ
た
碑
が
灰
色
に
な
っ
て
い
る
｡

こ
こ
は
ど
う
も
碑
の
た
め
に
は
最
適
の
地
点
で
は

な
い
よ
う
だ
｡

こ
れ
を
要
す
る
に
､
虚
子
の
句
碑
数
は
多
い
｡
け

れ
ど
､
良
碑
に
は
恵
ま
れ
な
い
｡
臼
田
町
の
句
碑
を

第
一
に
推
し
た
い
｡
す
が
す
が
し
さ
の
故
に
｡
次
善

の
も
の
と
し
て
蓼
科
の
碑
が
と
り
上
げ
ら
れ
る
｡
さ

て
小
諸
八
幡
神
社
の
そ
れ
と
ど
っ
ち
を
先
に
す
べ
き

だ
ろ
う
か
?
･
-
‥
そ
れ
以
外
は
い
う
に
足
ら
な
い
｡

と
ろ
に
足
ら
な
い
｡
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博

物

舘

だ

　

よ

り

◇
カ
モ
シ
カ
展
示
コ
ー
ナ
ー
新
設

去
る
七
月
､
東
京
新
宿
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
､
ビ
ル
と

の
協
賛
で
夏
山
の
写
真
展
を
同
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
､
ビ

ル
内
に
開
催
し
､
山
博
も
カ
モ
シ
カ
､
ラ
イ
チ
ョ
ウ

の
剥
製
､
動
植
物
の
写
真
な
ど
十
数
点
出
品
し
た
が

そ
の
礼
と
し
て
`
こ
の
程
見
胱
金
額
三
万
円
の
ウ
オ

ル
ケ
ー
ス
一
個
を
送
っ
て
き
た
｡

展
示
用
具
が
少
な
い
と
欺
い
て
い
た
矢
先
な
の
で

い
た
だ
く
こ
と
に
し
て
､
早
速
特
別
天
然
記
念
物
カ

モ
シ
カ
の
展
示
に
あ
て
る
こ
と
に
し
た
｡

◇
裏
山
の
池
に
ニ
ジ
ャ
ス
放
す

好
天
続
き
で
山
博
専
用
の
簡
易
水
道
も
こ
の
と
こ

ろ
､
水
の
出
が
細
く
な
っ
て
き
た
の
で
､
防
火
用
水

池
に
と
プ
ル
で
掘
り
と
っ
た
池
予
定
地
に
､
水
漏
れ

を
防
ぐ
た
め
緊
急
客
土
を
ほ
ど
こ
し
､
水
を
張
っ
て

火
災
に
備
え
る
こ
と
に
し
た
｡

し
か
し
､
や
ぶ
蛾
の
発
生
源
に
な
っ
て
は
た
ま
ら

な
い
の
で
､
一
一
ジ
マ
ス
を
放
馨
し
だ
が
､
水
温
が
低

い
の
で
元
気
に
成
育
し
て
'
防
火
､
観
賞
`
清
涼
の

〝
一
石
三
鳥
〝
と
な
っ
て
い
る
｡

お
願
い
　
｢
山
と
博
物
館
｣
の
購
読
者
を
つ
の
っ
て

お
り
ま
す
｡
年
間
三
〇
〇
円
(
送
料
共
)
大
町
山
岳
博

物
館
苑
お
送
り
下
さ
い
｡

◇
｢
日
本
の
野
性
動
物
記
｣

写

真

展

開

催

去
る
八
月
十
五
日
よ
り
八
月
三
十
一
日
ま
で
､
山

岳
博
物
館
講
堂
に
て
'
富
士
フ
ィ
ル
ム
K
K
後
援
に

よ
り
田
中
光
常
氏
の
作
品
を
展
示
し
て
お
り
ま
す
｡

こ
れ
は
三
十
八
年
｢
朝
日
カ
メ
ラ
｣
に
日
本
野
性

動
物
記
と
し
て
連
載
さ
れ
た
も
の
で
､
ハ
ク
ビ
シ
ソ

(
ジ
ャ
コ
ウ
ネ
コ
科
)
､
ナ
キ
ウ
サ
ギ
､
ニ
ホ
ン
ジ
カ

他
三
十
数
点
で
､
日
本
の
特
異
な
野
生
動
物
の
生
態

を
カ
ラ
ー
写
真
に
お
き
め
た
も
の
で
す
｡
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