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文 化 庁 月 報 ---—第 104 月—ー 文化庁

に 美と 今電ろ同う め 年美
‘た意か美や産い時け音にこに術先

社だ識だ 術 日 業 ろ に た 楽 測 の な が 日 — 
会単を けに本をなクこにり百る正‘

凍
、占にに育でものは歌ラと親知年と課あ

大‘てな同社じ手シかしれ闇し、、とる
き美てく し 会 め を ソ ‘ む な の っ し 本
な 術 き ‘ こ 構 と 生 ク 日 機 い つ こ て て 、
影やた日と造しみの本会プみとと
帯音゜本がにて‘歌人がラ上がり日
を楽 人言深電レ手の多スけ書入本
与が のえく気コか音いにはいれの
ぅ並 デ る か 産 lら楽こな＇てら教
，ヽ曰

て及 ザ゜か業ド流性とつ音あれ育
きし イ絵わ‘産行を‘て楽るて制
たた ンをつ機業歌嵩音いとのか度
のと に買て械をの水感る美をらの
てい 対ういエ発歌準教゜術読来中
あう す と る 業 達 手 に 育 のん年に
るこ るか゜：さまさを 振だで‘

と゚ 咸‘Lヽン9
：せでせ国 興゜ほ音

以覚描と‘‘た民のぽ楽
上 。< ‘弱い゜が た 百と

月 報 ・(4) 

五

美
術
と
音
楽

]
番
欠
け
て
い
る
部
分
は
こ
こ
で
は

て
効
果
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
(

一
芝
い
汀
汀
〗
[
〗
〗
[
‘

□
□
Oく
、
そ
の
ク
ル
ー
プ
に

芝
居
で
は
、
機
械
い
し
り
の
好
き
な
子
は
音
郷
亨
を
や
る
、
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絵
の
好
き
な
子
は
舞
台
装
置
を
や
る
、
お
し
ゃ
れ
な
子
は
衣

。
第
装
を
や
る
。
顕
示
欲
の
あ
る
子
は
役
者
を
や
る
。
理
屈
っ
ぽ

い
子
は
演
出
を
や
る
。
世
話
ず
き
な
子
は
制
作
を
や
る

C

い

ろ
ん
な
形
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
を
生
か
し
て
―
つ
の
も
の

を
創
り
上
げ
て
い
く
。
観
客
に
見
せ
る
こ
と
、
そ
れ
自
体
か

社
会
的
行
動
て
あ
る
。
お
の
お
の
の
隠
れ
た
能
力
を
発
揮
し

あ
い
な
か
ら
共
通
の
目
標
に
向
か
っ
て
話
し
合
っ
て
い
く
。

だ
か
ら
芝
居
が
一
本
出
来
上
っ
た
時
に
は
、
自
分
達
の
個

性
を
損
わ
す
に
大
い
に
交
流
し
合
う
こ
と
か
出
来
る
。
こ
れ

か
一
番
大
き
な
こ
と
で
、
こ
の
た
め
各
国
で
は
子
供
達
に
芝

居
を
さ
せ
る
。

今
の
教
育
制
度
で
、

な
い
だ
ろ
う
か
。

語
り
言
葉
の
重
視

も
う
―
つ
の
理
由
は
、
演
劇
か
語
り
言
葉
の
美
し
さ
を
重

祝
す
る
か
ら
だ
。

語
り
言
葉
に
お
け
る
美
し
さ
、
大
切
さ
に
対
す
る
自
覚
と

い
う
こ
と
か
教
育
界
に
は
少
し
く
欠
け
て
い
る
。

読
み
方
、
書
き
方
、
習
字
は
あ
る
。
し
か
し
、
言
語
と
い

う
の
は
、
読
み
書
く
こ
と
も
大
切
て
あ
る
か
、
現
実
の
生
活

で
使
わ
れ
る
の
は
殆
ん
ど
が
語
り
言
葉
で
あ
る
。
語
り
言
葉

に
つ
い
て
練
達
し
て
い
な
い
と
、
あ
る
い
は
訓
練
を
う
け
て

い
な
い
と
お
互
い
の
意
思
や
個
性
の
確
認
か
出
来
な
い
。
日

本
の
教
育
制
度
は
そ
こ
を
素
通
り
し
て
い
る
の
だ
。

ーヽ／

文
盲
追
放
の
た
め
で
あ
れ
ば
読
み
書
き
教
育
だ
け
で
よ
か

5
 

っ
た
か
、
も
う
こ
の
時
代
は
す
ぎ
、
人
間
交
流
を
深
め
、
人

、.¥

間
形
成
の
た
め
の
教
育
の
時
代
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
か
ら
は
語
り
言
葉
の
重
要
さ
を
徹
底
的
に
認
識
し
て

一
い
か
ね
は
な
ら
な
い
。
教
育
と
し
て
は
こ
の
方
か
主
流
に
な

二

さ
て
、
私
の
本
職
の
演
劇
で
あ
る
か
日
本
の
教
育
制
度

の
中
て
、
演
劇
は
不
当
に
扱
わ
れ
て
き
た
と
思
つ
。
端
的
に

い
え
ば
演
劇
と
い
う
も
の
は
ア
カ
か
河
原
乞
食
か
や
る
も

の
だ
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
。
教
育
界
ば
か
り
で
な
く
社
会

一
般
に
も
こ
の
認
識
が
あ
っ
た
。

こ
ん
な
話
が
あ
る
。

明
治
維
新
に
よ
り
万
民
平
等
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
時
、

あ
る
歌
舞
伎
の
名
優
が
家
に
門
を
は
じ
め
て
作
っ
た
。
が
、

す
ぐ
引
き
倒
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
役
者
が
門
を
作
る

の
は
身
分
不
相
応
で
生
意
気
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

演
劇
は
、
ま
と
も
な
人
間
が
観
た
り
、
や
る
も
の
で
な
い

と
い
う
社
会
の
そ
う
い
う
差
別
意
識
や
因
襲
が
つ
づ
き
、
そ

れ
に
加
え
て
大
正
期
の
演
劇
運
動
か
相
当
左
傾
し
て
い
た
こ

と
、
ま
た
新
劇
団
の
大
半
か
専
門
用
語
で
い
え
ば
社
会
主
義

リ
ア
リ
ズ
ム
の
方
法
論
で
や
っ
て
き
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
戦

後
に
な
っ
て
も
教
育
者
た
ち
は
、
演
刺
に
ア
レ
ル
ギ
ー
を
示

し
て
き
た
。

私
た
ち
は
子
供
の
た
め
に
、
こ
の
十
四
年
、
日
生
劇
場
で
ミ

ュ
ー
ジ
カ
ル
を
み
せ
て
き
て
い
る
。
こ
の
仕
事
は
、
昨
年
東
京

都
で
百
万
人
の
観
客
数
に
達
し
た
し
、
全
国
何
百
万
人
に
無

料
て
見
せ
つ
づ
け
て
き
た
。
心
あ
る
人
‘
常
識
あ
る
人
は
「
い

い
仕
事
を
や
っ
て
い
る
」
と
評
価
し
て
下
さ
る
が
、
時
に
よ

ら
ね
ば
な
ら
な
い
c

そ
れ
に
は
ド
ラ
マ
が
叢
も
適
当
で
あ
る
。

私
達
の
世
界
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
が
羨
し
い
と
よ
く
い
う
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
民
衆
か
美
し
い
フ
ラ
ン
ス
語
を
愛
し
て
い
る
。

た
と
え
は
‘
。
ハ
リ
の
八
百
屋
て
ラ
シ
ー
ヌ
の
悪
口
を
い
っ
た

ら
、
奥
さ
ん
か
ら
大
根
で
な
ぐ
ら
れ
た
と
い
う
冗
談
が
あ
る

が
、
日
本
て
近
松
門
左
衛
門
の
悪
口
を
い
っ
て
も
な
ぐ
ら
れ

る
と
い
う
話
は
聞
か
な
い
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
‘
子
供
達
が
も
っ
と
も
美
し
い
フ
ラ
ン
ス

語
を
暗
唱
す
る
、
ラ
シ
ー
ヌ
に
よ
っ
て
習
っ
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
ラ
シ
ー
ヌ
は
不
滅
の
名
作
を
い
く
つ
も
つ
く

っ
た
か
、
生
涯
三
千
語
し
か
使
わ
な
か
っ
た
と
い
う
。
三
千

語
し
か
使
わ
ず
に
い
て
、
全
部
の
フ
レ
ー
ズ
が
頭
額
と
脚
韻

を
ふ
み
な
が
ら
、
十
二
の
シ
ラ
プ
ル
に
わ
か
れ
て
い
る
。
ま

さ
に
天
才
て
あ
る
。
だ
か
ら
彼
の
文
体
に
は
フ
ラ
ン
ス
語
の

エ
ッ
セ
ン
ス
が
あ
る
。

そ
こ
に
語
ら
れ
て
い
る
の
は
男
女
の
愛
で
あ
る
。

し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
内
容
は
と
も
あ
れ
完
璧
な
美

し
い
フ
ラ
ン
ス
語
を
自
覚
さ
せ
る
、
美
し
い
言
葉
を
自
覚
さ

せ
る
こ
と
を
よ
り
重
大
に
考
え
る
の
だ
ろ
う
。
言
葉
は
国
家

な
り
と
い
う
愛
情
と
自
覚
で
あ
る
。

六

全

て

の

演

劇

人

の

願

い

さ
て
、
演
劇
か
教
育
の
制
度
の
中
で
、
正
当
な
評
価
を
得

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
美
し
い
語
り
言
葉
の
た

め
に
演
劇
を
捩
興
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
、
演
劇
人
は
ど
う
考
え
る
か
。

演
劇
人
の
中
に
は
い
ろ
ん
な
考
え
方
の
人
が
い
て
、
極
端

な
マ
ル
キ
ス
ト
、
中
道
志
向
の
人
、
そ
し
て
老
若
、
新
旧
と

い
ろ
ん
な
考
え
方
の
人
が
い
る
の
だ
が
、
全
演
劇
人
は
こ
の

二
点
を
願
望
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

文
化
か
ら
教
育
を
見
直
せ

も
う
そ
ろ
そ
ろ
演
劇
を
学
校
の
正
課
に
と
り
入
れ
る
こ
と

に
つ
い
て
、
根
本
的
に
取
り
組
む
べ
き
時
期
に
き
て
い
る
と

七

劇

浅

利

慶

太

演

出

家

）

（
文
化
行
政
長
期
慇
委
貝

ー
ー
文
部
省
教
育
関
係
者
に
望
む
ー
ー

演

劇

を

正

課

に

＊
 
文
化
庁
に
注
文
す
る

＊
 

っ
て
、
教
育
委
員
会
や
学
校
長
の
人
々
の
中
に
、
そ
ん
な
も

の
は
絶
対
に
見
せ
ら
れ
な
い
と
い
う
頑
迷
な
態
度
に
見
る
こ

と
が
あ
る
。

余
談
だ
か
、
私
が
文
部
省
や
文
化
庁
の
審
議
会
委
員
に
な

っ
た
り
、
芸
術
祭
に
参
加
し
た
り
す
る
の
は
、
そ
う
い
う
ア

レ
ル
ギ
ー
を
排
除
す
る
た
め
で
あ
る
。
新
劇
の
人
間
と
い
う

こ
と
に
な
る
と
、
各
地
の
小
中
学
校
の
校
長
先
生
た
ち
は
フ

ラ
ン
ク
に
あ
つ
か
っ
て
く
れ
る
こ
と
か
余
り
な
い
。

だ
が
文
部
省
に
頼
ま
れ
て
委
員
を
や
っ
て
い
る
こ
と
が
解

る
と
ず
い
ぶ
ん
態
度
が
変
わ
る
。
そ
こ
か
ら
、
は
じ
め
て
こ

の
人
の
話
は
聞
く
べ
き
だ
、
と
い
う
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り

人
権
が
与
え
ら
れ
る
。

演
劇
は
教
育
と
無
縁
か

と
こ
ろ
で
、
演
劇
と
い
う
も
の
か
教
育
と
本
来
的
に
無
緑

で
あ
る
か
と
い
う
と
全
く
逆
で
、
一
番
先
に
教
育
制
度
の
中

に
と
り
込
ま
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
だ
と
思
う
。

先
進
国
特
に
ア
メ
リ
カ
な
ど
で
は
演
劇
コ
ー
ス
を
お
い

て
い
な
い
学
校
は
む
し
ろ
稀
て
あ
る
。
ど
の
段
階
の
学
校
に

も
ド
ラ
マ
コ
ー
ス
が
あ
る
。

て
は
、
演
劇
を
何
故
重
視
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
二
つ

の
理
由
か
ら
で
あ
る
。

四

個

性

を

損

わ

ず

に

参

加

、

交

流

ま
ず
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
社
会
で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
＇
シ
ョ

ン
に
対
す
る
惑
覚
が
発
達
し
て
い
な
け
れ
は
、
社
会
そ
の
も

の
か
維
持
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
か
子
供
達
は
そ
れ
ぞ
れ
の
個

性
の
故
に
、
一
人
一
人
か
カ
ラ
の
中
に
と
じ
こ
も
る
習
性
を

持
っ
て
い
る
。

戦
後
の
教
育
の
一
っ
|
ー
い
ま
で
も
あ
る
と
思
う
か
ー

ホ
ー
ム
ル
ー
ム
は
、
そ
う
い
う
こ
と
を
解
決
し
よ
う
と
す
る

試
み
て
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
子
供
に
発
言
さ
せ
る
機
会
を

作
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
訓
練
を
す
る
。
し
か
し
い

さ
さ
か
機
械
的
に
つ
く
ら
れ
た
こ
う
い
う
や
り
方
は
果
た
し

思
う
c

美
術
と
工
芸
と
音
楽
だ
け
が
芸
術
で
は
な
い
c

演
劇
・
舞

踊
は
人
類
か
始
ま
っ
た
時
か
ら
の
歴
史
を
も
っ
て
い
る
。

今
の
文
部
省
は
、
事
実
上
教
育
省
で
あ
り
、
文
部
省
の
横

に
小
さ
な
文
化
庁
か
附
い
て
い
る
の
は
ま
っ
た
く
お
か
し
い
。

教
育
と
は
、
大
き
な
文
化
の
中
の
一
っ
て
あ
っ
て
、
今
世
紀

の
文
化
に
対
し
て
現
代
人
は
何
を
な
す
べ
き
か
と
い
っ
た
基

本
的
な
文
化
政
策
が
ま
ず
考
え
ら
れ
、
そ
の
中
で
現
代
の
教

育
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
が
問
わ
れ
て
く
る
の
て
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
教
育
省
か
巨
大
で
、
申
訳
ば
か
り
に
文
化
庁

か
つ
い
て
い
る
の
か
現
状
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
進
国
型
で
あ

る
。
大
久
保
利
通
か
明
治
政
府
を
構
想
し
た
時
、
豊
か
な
人

材
を
つ
く
り
出
す
た
め
、
膨
大
な
教
育
投
資
か
行
わ
れ
た
。

そ
れ
は
そ
れ
で
よ
い
政
策
だ
っ
た
。
し
か
し
相
当
な
時
間

が
過
ぎ
た
今
、
も
う
そ
ろ
そ
ろ
後
進
国
型
か
ら
脱
し
、
先
進

国
型
と
は
い
わ
ぬ
か
、
標
準
型
に
な
っ
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

そ
れ
に
は
、
文
化
省
が
出
来
て
、
教
育
省
と
対
等
に
話
が

出
来
ね
ば
な
ら
な
い
。
教
育
の
諸
問
題
を
文
化
の
視
点
か
ら

考
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

文
化
省
問
題
は
、
行
政
機
構
の
縮
小
と
い
う
単
純
な
テ
ー

マ
で
は
片
づ
け
ら
れ
な
い
。

私
も
チ
ー
。
フ
ガ
バ
メ
ン
ト
論
に
は
賛
成
だ
が
文
化
に
関
す

る
か
き
り
、
今
後
ま
だ
相
当
の
国
家
投
資
が
必
要
だ
と
思
う
。

演
劇
の
こ
と
を
と
り
あ
げ
た
が
、
演
劇
以
外
に
も
見
直
さ

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
文
化
は
た
く
さ
ん
あ
る
と
思
う
。

教
育
を
文
化
の
視
点
か
ら
見
直
し
、
演
剌
に
正
当
な
位
置

づ
け
を
し
て
も
ら
い
た
い
。
ま
ず
、
演
劇
を
と
り
あ
げ
、
選

択
制
の
科
目
に
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

（
談
話
箪
記
）



編

集

後

記

0
演
刹
を
正
課
に
、
と
の
洩
利
氏
の
提
言
、
文

部
省
、
教
育
委
員
会
、
学
校
関
係
者
に
特
に
読

ん
で
も
ら
い
た
い
。

文
明
愁
て
も
梅
原
猛
氏
が
、
今
、
実
杜
会
に

芸
術
か
必
要
で
あ
る
こ
と
を
咄
え
ら
れ
、
梅
綽

忠
夫
氏
も
「
学
校
教
育
の
中
に
思
い
き
っ
て
相

当
の
芸
能
を
導
入
せ
よ
」
と
提
案
し
て
い
る
。

（
歴
史
と
文
明
の
探
求
・
下
一
七
八
・
一
八

0

頁）。
0

明
治
一
代
女
、
大
利
根
月
夜
、
岸
壁
の
母
、

偏
だ
ら
け
の
人
生
・
・
・
・
・
・
と
巷
て
庶
民
が
口
ず
さ

む
う
た
の
作
詞
家
、
藤
田
正
人
氏
。
「
文
化
」
の

翰
出
と
い
う
の
が
持
論
だ
。

0
日
頃
、
文
化
庁
か
お
世
話
に
な
り
、
御
指
導

を
い
た
だ
い
て
い
る
栗
原
一
登
さ
ん
、
北
九
州

の
八
幡
と
は
初
耳
。
編
集
子
は
小
倉
な
の
で
婚

し
く
な
っ
た
。
氏
の
お
娘
さ
ん
が
栗
原
小
巻
さ

ん
た
。
芸
能
界
に
は
福
岡
県
を
は
じ
め
九
州
出

身
者
が
多
い
気
か
す
る
。
九
州
人
は
、
芸
能
、

芸

術

向

き

か

。
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