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も
と
も
と
保
存
と
い
う
こ
と
ば
は
、
本
来
モ

ノ
、
つ
ま
り
有
形
文
化
財
に
対
し
て
使
う
こ
と

ば
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
モ
ノ
は
保
存
で
き
る
。

し
か
し
人
間
が
生
身
の
体
で
伝
え
て
き
た
音
楽

芸
能
は
、
保
存
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
い
ま

は
映
像
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
が
発
達
し
た
の
で
、

か
な
り
な
と
こ
ろ
ま
で
記
録
す
る
こ
と
は
で
き

る
。
し
か
し
実
は
そ
れ
も
大
き
な
限
界
が
あ
っ

て
、
例
え
ば
表
面
上
は
た
だ
足
を
あ
げ
る
よ
う

に
見
え
て
も
、
体
の
重
心
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、

ど
う
い
う
気
持
ち
で
演
じ
る
の
か
な
ど
と
い
う

こ
と
は
、
形
の
記
録
か
ら
は
分
か
ら
な
い
こ
と

も
少
な
く
な
い
。
そ
し
て
実
は
そ
れ
が
芸
能
に

と
っ
て
は
も
っ
と
も
本
質
的
に
重
要
な
部
分
だ

っ
た
り
す
る
の
だ
が
。
し
か
し
そ
れ
は
と
に
か

く
、
映
像
な
ど
に
よ
っ
て
一
応
の
記
録
は
で
き

る
が
、
そ
れ
は
保
存
で
は
な
い
。

も
と
も
と
古
い
芸
能
や
技
術
が
い
ま
残
っ
て

い
る
の
は
、
人
々
が
代
々
、
そ
れ
ぞ
れ
の
体
で

伝
え
て
き
た
か
ら
だ
。
つ
ま
り
こ
れ
は
保
存
で

は
な
く
継
承
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
映
像
な
ど

の
記
録
は
そ
の
継
承
を
助
け
る
―
つ
の
重
要
な

方
策
に
過
ぎ
な
い
。

こじま・とみこ 福島県出身。日

本音楽史、民俗音楽学が専門。国

立歴史民俗博物館教授などを経て、

現在江戸東京博物館研究員、文化

財保護審議会専門委員。著書 r日

本音楽の古層」、 NHK人間大学テキ

スト r音楽からみた日本人J など。

，
°
：
旦
印
が
こ
」
5
い
如
生
釘
鱈
闘

□麺
m建

芸
や
技
術
は
、
モ
ノ
を
博
物
館
な
ど
に
保
存
す

る
の
と
は
違
っ
て
必
ず
変
化
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
誤
っ
て
継
承
さ
れ
る
な
ど
マ
イ
ナ
ス

の
変
化
も
あ
る
。
一
方
で
は
人
が
そ
の
時
代
そ

の
時
代
に
生
き
生
き
と
暮
ら
し
て
い
れ
ば
、
芸

能
は
そ
の
人
間
の
表
現
な
の
だ
か
ら
、
そ
の
時

代
そ
の
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
形
に
展
開
す
る
の

は
当
然
だ
。
ま
た
そ
の
土
地
の
人
々
の
必
要
や

感
覚
に
応
じ
て
も
変
化
は
す
る
。

例
え
ば
関
東
平
野
で
は
た
く
さ
ん
の
三
匹
獅

子
舞
が
行
わ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
群
馬
県
や
埼
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現
在
の
文
化
財
保
護
法
の
第
一
章
第
一
条
は

「
こ
の
法
律
は
、
文
化
財
を
保
存
し
、
且
つ
、
そ

の
活
用
を
固
り
、
も
っ
て
国
民
の
文
化
的
向
上

…
…
」
と
い
う
こ
と
ば
で
始
ま
っ
て
い
る
。
つ

ま
り
文
化
財
の
保
護
と
は
、
文
化
財
を
保
存
し
、

活
用
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う
わ
け

だ
ろ
う
が
、
民
俗
芸
能
な
ど
に
こ
の
こ
と
ば
を

し
ゃ
く

そ
の
ま
ま
杓
子
定
規
に
当
て
は
め
て
し
ま
う

と
、
ひ
じ
ょ
う
に
大
き
な
問
題
が
起
こ
り
か
ね

な
い
。
む
し
ろ
民
俗
芸
能
の
息
の
根
を
と
め
る

結
果
に
な
る
お
そ
れ
さ
え
あ
る
、
と
私
は
心
配

し
て
い
る
。
幸
い
に
し
て
こ
れ
ま
で
そ
う
い
う

杓
子
定
規
な
や
り
方
は
そ
れ
ほ
ど
に
は
目
立
た

な
か
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
何
が
問
題
な
の
か
、

そ
し
て
こ
れ
か
ら
ど
う
考
え
た
ら
い
い
の
か
に

つ
い
て
、
私
の
考
え
方
を
述
べ
た
い
。

民
俗
芸
能
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
人
々

が
豊
作
や
豊
漁
、
無
事
息
災
な
ど
を
祈
っ
た
り

感
謝
し
た
り
し
て
自
ら
の
手
で
行
う
芸
能
の
こ

と
で
あ
る
。
つ
ま
り
神
楽
と
か
獅
子
舞
と
か
盆

踊
り
や
祭
り
囃
子
な
ど
の
よ
う
な
も
の
の
こ
と

で
、
郷
土
性
が
強
い
た
め
、
ひ
と
こ
ろ
は
郷
土

芸
能
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
民

謡
と
か
わ
ら
べ
歌
、
民
俗
宗
教
（
民
間
信
仰
）

の
音
楽
や
民
俗
芸
能
の
音
楽
な
ど
を
、
民
俗
音

楽
と
い
う
こ
と
ば
で
総
称
し
て
い
る
。
た
だ
民

俗
音
楽
と
い
う
こ
と
ば
は
ま
だ
広
く
は
知
ら
れ

て
い
な
い
し
、
芸
能
と
い
う
こ
と
ば
を
広
く
考

え
る
と
音
楽
も
含
ま
れ
る
し
、
こ
こ
で
と
り
あ

げ
る
問
題
の
限
り
で
は
、
音
楽
も
芸
能
も
ま
っ

た
＜
共
通
の
問
題
を
も
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ

で
は
民
俗
芸
能
と
い
う
こ
と
ば
に
民
俗
音
楽
も

含
め
て
使
い
た
い
。

文
化
財
保
護
法
で
は
「
年
中
行
事
等
に
関
す

る
風
俗
慣
習
、
民
俗
芸
能
」
な
ど
は
、
民
俗
文

化
財
の
中
に
含
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
こ
の
民

俗
文
化
財
の
中
で
も
衣
服
や
器
具
な
ど
の
よ
う

な
モ
ノ
と
は
違
っ
て
、
民
俗
芸
能
は
人
の
体
で

伝
承
し
て
い
く
も
の
と
い
う
意
味
で
は
、
演
劇
、

音
楽
、
工
芸
技
術
な
ど
の
無
形
文
化
財
と
同
じ

性
格
を
も
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
有
形
文
化
財
と

は
性
質
が
基
本
的
に
違
う
。

らのりうか悪でと
自場‘
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よ
う
に
ゆ
た
か
な
音
楽
芸
能
が
育
っ
て
き
た
の

で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
変
化
も
否
定
し
て

「
保
存
」
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
音
楽
芸
能
が
生

き
る
息
の
根
を
と
め
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
ど
ん
な
ふ
う
に
変
化
し
て
も
い
い

の
か
、
ま
た
そ
れ
な
ら
民
俗
芸
能
の
「
保
護
」

な
ど
必
要
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
間
が

生
ま
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
確
か
に
そ
の
と
お

り
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
が
江
戸
時
代
な
ら
虐
広

睾
巴
な
ど
必
要
が
な
か
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
い

ま
は
条
件
が
違
う
。
外
国
文
化
の
影
薯
が
大
き

く
、
ま
た
科
学
の
進
歩
に
伴
っ
て
、
民
俗
芸
能

は
放
っ
て
お
け
ば
な
く
な
っ
て
し
ま
う
お
そ
訊

が
あ
る
。
例
え
は
民
謡
、
特
に
仕
事
の
と
き
に
歌

わ
れ
る
民
間
は
、
い
ま
恐
ろ
し
い
勢
い
で
な
く

な
り
つ
つ
あ
る
。
仕
事
の
機
械
化
が
進
ん
で
い

る
の
だ
か
ら
、
人
々
に
昔
ど
お
り
の
形
で
歌
え

と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
無
理
な
相
談
で
あ
る
。

い
ま
体
験
者
が
健
在
な
も
の
は
、
再
現
し
て
い

た
だ
い
て
で
き
る
限
り
克
明
な
映
像
記
録
を
残

し
、
ま
た
そ
れ
を
次
の
世
代
の
人
々
に
仕
事
の

形
や
仕
事
を
す
る
と
き
の
気
持
ち
も
含
め
て
継

承
し
て
も
ら
う
よ
う
支
援
す
る
し
か
な
い
。

令
ヅ
そ
う
い
う
場
合
に
い
く
つ
も
の
改
善
す
べ
き

国
,．9 

と

9
,
J
:
l
i
~
•
~
:

，

9
言

蓑
考

す
る

I

つ
の
薬
に
な
る
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
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こ
の
よ
う
に
民
俗
芸
能
な
ど
無
形
の
も
の
は
、

「
保
存
」
で
は
な
く
て
継
承
す
べ
き
も
の
な
の
だ

が
、
単
に
引
き
継
ぎ
さ
え
す
れ
ば
そ
れ
で
終
わ

り
か
と
い
え
ば
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
そ

れ
が
現
代
に
ふ
さ
わ
し
い
形
に
展
開
、
ま
た
は

発
展
し
て
い
か
な
け
れ
ば
、
生
き
生
き
と
し
た

芸
能
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
い
ま
演
じ
る

人
に
何
ら
か
の
感
動
や
共
感
が
な
け
れ
ば
r

芸

能
は
生
き
て
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
基

本
的
な
部
分
が
継
承
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
は

現
代
的
な
ア
レ
ン
ジ
が
加
わ
っ
た
り
、
新
し
い

演
目
が
加
わ
っ
た
り
、
テ
ン
ポ
の
早
い
形
が
生

ま
れ
た
り
な
ど
と
い
う
こ
と
は
許
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
「
河
内
音
頭
」
が
な
ぜ
若
者
た
ち
に
絶

大
な
人
気
が
あ
る
か
と
い
え
ば
、
若
者
た
ち
の

た
め
の
早
い
テ
ン
ポ
の
踊
り
が
あ
っ
た
り
、
歌

詞
が
き
わ
め
て
現
代
的
な
題
材
だ
っ
た
り
し
て

い
る
た
め
で
あ
る
。
単
に
エ
レ
キ
ギ
タ
ー
を
と

り
込
ん
だ
り
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。

こ
の
場
合
に
注
意
し
た
い
の
は
、
現
代
化
と

い
う
こ
と
ば
を
イ
コ
ー
ル
欧
米
文
化
化
と
い
う

ふ
う
に
考
え
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

四

「
活
用
」
で
は
な
く

発
展
さ
せ
る
こ
と

特
集
。
文
化
財
保
護
の
新

次
に
大
き
な
問
題
は
「
活
用
」
と
い
う
こ
と

ば
に
よ
っ
て
、
い
ま
民
俗
芸
能
が
観
光
資
源
と

し
て
「
活
用
L

さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
お
ま
つ
り
法
」
、
つ
ま
り
「
地

域
伝
統
芸
能
等
を
活
用
し
た
行
事
の
実
施
に
よ

る
観
光
及
び
特
定
地
域
商
工
業
の
振
興
に
関
す

る
法
律
」
が
二
年
前
に
成
立
し
て
か
ら
、
こ
の

傾
向
は
非
常
に
は
っ
き
り
し
て
き
た
。
こ
の
方

向
は
、
民
俗
芸
能
の
継
承
と
発
展
を
め
ざ
す
も

の
で
は
な
く
、
日
本
の
経
済
発
展
の
た
め
に
民

俗
芸
能
さ
え
も
観
光
資
源
に
使
っ
て
し
ま
お
う

と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
民
俗
芸
能
は
自
分
た
ち

の
た
め
に
演
じ
る
も
の
な
の
だ
が
、
こ
の
場
合

に
は
観
光
客
の
た
め
に
演
じ
る
こ
と
に
な
る
。

だ
か
ら
観
光
客
の
た
め
に
は
、
信
仰
上
重
要
な

も
の
で
も
見
せ
場
が
少
な
け
れ
ば
カ
ッ
ト
し
た

り
、
ス
ピ
ー
カ
ー
を
つ
け
た
り
、
は
で
な
衣
装

に
変
え
た
り
な
ど
と
い
う
変
更
が
、
当
然
要
求

さ
れ
る
。
こ
れ
は
芸
能
を
「
保
存
」
す
る
こ
と

さ
え
も
不
可
能
に
し
て
し
ま
う
。
ま
た
村
起
こ

＄唸匪奇 さ忌 踪念~筏

点
が
あ
る
。
そ
の
―
つ
は
学
校
の
音
楽
教
育
と
い
。
し
か
し
民
謡
は
も
と
も
と
人
に
よ
っ
て

体
育
教
育
で
あ
る
。
例
え
ば
伝
統
的
な
音
楽
を
様
｀
々
な
歌
い
方
が
あ
り
、
小
ぶ
し
な
ど
装
飾
的

歌
お
う
と
し
て
も
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
発
声
に
な
っ
な
歌
い
ま
わ
し
な
ど
は
時
に
よ
っ
て
も
自
由
な

た
り
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
リ
ズ
ム
感
や
音
程
感
覚
歌
い
方
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
歌
詞
な
ど
は
む

に
な
り
が
ち
だ
と
思
う
。
こ
れ
は
他
の
民
詞
や
し
ろ
そ
の
時
そ
の
時
の
自
分
の
気
持
ち
を
歌
う

神
楽
歌
と
か
盆
歌
と
か
で
も
同
様
だ
と
思
う
。
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
既
成
の
歌
詞
を
そ
の
ま

体
の
動
き
の
方
も
同
様
で
、
水
田
稲
作
農
耕
で
ま
歌
う
だ
け
で
な
く
そ
の
一
部
を
変
え
て
歌

鍛
え
た
体
は
、
も
と
も
と
腰
の
重
心
は
低
か
っ
っ
た
り
、
新
し
く
作
っ
て
歌
う
こ
と
も
多
か
っ

た
。
そ
れ
で
も
三
匹
獅
子
舞
を
舞
う
と
、
太
股
た
の
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
な
か
っ
た
ら
、
民

が
ま
ず
痛
く
な
っ
た
と
い
号
。
ま
し
て
い
ま
の
謡
の
歌
詞
は
い
ま
の
よ
う
に
邸
た
か
な
は
ず
は

若
者
た
ち
の
よ
う
に
足
、
そ
れ
も
膝
か
ら
上
が
な
い
。
そ
れ
を
「
保
存
会
」
は
決
め
て
し
ま
う

非
常
に
長
く
な
っ
た
足
で
は
、
獅
子
舞
な
ど
は
か
ら
、
歌
に
生
命
が
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
「
江

舞
い
に
く
い
だ
ろ
う
。
獅
子
舞
だ
け
で
な
く
、
差
追
分
」
が
そ
の
よ
い
例
だ
。
さ
ら
に
悪
い
こ

実
は
能
や
日
本
舞
踊
の
よ
う
な
芸
能
も
含
め
て
、
と
に
、
例
え
ば
酒
造
り
歌
に
尺
八
伴
奏
を
入
れ

日
本
の
す
べ
て
の
芸
能
が
危
う
く
な
る
。
学
校
た
り
、
舞
台
を
意
識
し
た
ア
レ
ン
ジ
を
し
た
り

の
音
楽
教
育
：
体
育
教
育
に
つ
い
て
は
、
文
化
す
る
こ
と
さ
え
、
「
保
存
会
」
が
や
っ
て
い
る
と

財
保
證
の
立
場
か
ら

f

ひ
い
て
は
r

日
本
文
化
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
は
、
民
俗
芸
能

全
体
を
振
興
す
る
見
地
か
ら
も
、
一
考
を
加
え
は
「
保
存
L

す
る
の
で
は
な
く
、
継
承
す
る
も

る
余
地

t

か

あ

る

の

か

も

し

れ

な

い

。

の

な

の

だ

と

い

う

こ

と

が

理

解

さ

れ

れ

ば

改

善

函

次

に

問

題

な

の

は

、

「

保

存

会

」

の

在

り

方

で

は

可

能

だ

ろ

う

。

令

翌

あ
る
e

こ
れ
も
「
保
存
」
と
い
う
こ
と
ば
が
影
さ
ら
に
大
き
な
問
題
は
過
疎
化
に
よ
る
継
承
令蓉

響
し
て
い
る
面
が
あ
る
。
民
謡
の
五
不
存
」
の
者
不
足
の
問
題
だ
。
し
か
し
こ
れ
は
日
本
全
体
令匹

＿
た
め
に
は
ま
ず
正
調
を
き
め
る
必
要
が
あ
る
と
の
政
治
経
済
全
体
の
問
題
に
か
か
わ
る
こ
と
で
令

い
う
こ
と
で
‘
―
つ
の
メ
ロ
デ
ィ
、
そ
し
て
い
あ
る
。
た
だ
民
俗
芸
能
を
含
む
地
域
文
化
の
見
合蚤

く
つ
か
の
歌
詞
を
決
め
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
が
多
直
し
の
気
運
が
高
ま
れ
ば
、

l

極

集

中

を

緩

和
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る
。
欧
米
の
現
代
文
化
は
現
代
文
化
の
―
つ
の
し
の
人
寄
せ
パ
ン
ダ
と
し
て
民
俗
芸
能
を
使
う
令

ニ

型

に

し

か

過

ぎ

な

い

こ

と

は

、

い

ま

世

界

の

諸

と

い

う

考

え

方

も

こ

れ

に

通

じ

る

。

令

翠｛

民
族
が
自
ら
の
文
化
に
自
信
を
も
っ
て
現
代
化
民
俗
芸
能
は
自
分
た
ち
の
た
め
に
自
分
た
ち
令ぼ

i

を
進
め
て
い
る
過
程
で
、
し
だ
い
に
明
ら
か
に
で
演
じ
て
き
た
も
の
で
、
そ
れ
は
そ
の
地
域
の
祭

な

る

だ

ろ

う

。

文

化

の

象

徴

で

あ

り

、

そ

の

地

域

の

人

々

が

自

分
た
ち
の
存
在
を
確
認
し
あ
い
、
自
分
た
ち
の

精
神
的
な
立
場
を
毎
年
踏
み
し
め
直
し
て
き
た

心
の
支
え
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
明
治

、
、
、
、

以
後
と
う
と
う
と
入
っ
て
き
た
欧
米
文
化
に
も

流
さ
れ
ず
、
独
自
の
文
化
を
支
え
て
き
た
日
本

文
化
の
基
盤
な
の
で
あ
る
。
そ
の
価
値
を
再
認

識
し
、
誇
り
を
も
つ
こ
と
、
そ
れ
が
実
は
地
域

起
こ
し
の
精
神
的
基
盤
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
う
い
う
誇
り
を
も
つ
時
、
万
一
、

観
光
客
向
け
の
行
事
に
利
用
さ
れ
て
も
、
そ
れ

を
洗
練
の
場
に
利
用
す
る
と
い
う
プ
ラ
ス
の
要

因
に
転
じ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
誇
り
高

い
現
代
的
展
開
も
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
か
ら
の
民
俗
芸
能
の
五
保
護
」
と
は
、

「
保
存
と
活
用
」
で
は
な
く
、
「
継
承
と
発
展
」

を
支
援
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
私

は
思
う
の
で
あ
る
。
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▽
今
月
号
は
、
本
年
七
月
に
文
化
財
保

護
企
画
特
別
委
員
会
，
（
文
化
財
保
護
審

議
会
の
下
に
設
置
）
か
ら
出
さ
れ
た
最

終
報
告
「
時
代
の
変
化
に
対
応
し
た
文

化
財
保
護
施
策
の
改
善
充
実
に
つ
い

て
」
を
受
け
た
特
集
の
テ
ー
マ
「
文
化

財
保
護
の
新
し
い
展
開
」
と
し
て
お
り

ま
す
。本

特
集
で
は
、
こ
の
報
告
に
盛
り
込

ま
れ
た
提
言
の
う
ち
、
文
化
財
を
生
か

し
た
地
域
文
化
の
振
興
や
文
化
財
に
か

か
わ
る
国
際
協
カ
・
交
流
等
、
具
体
化

し
つ
つ
あ
る
も
の
を
中
心
に
、
文
化
財

保
護
施
策
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
い
て

お

り

ま

す

。

＇

▽
編
集
幹
事
が
育
っ
た
こ
ろ
の
田
舎
に

は
、
昭
和
二

0
年
代
か
ら
三

0
年
代
で

あ
り
ま
す
が
、
ま
だ
村
の
青
年
た
ち
に

よ
っ
て
秋
祭
り

t
し
て
受
け
継
が
れ
て

い
た
獅
子
舞
、
古
代
人
が
生
活
し
て
い

た
と
思
わ
れ
る
横
穴
、
川
に
は
ピ
ン
ク

の
横
び
れ
が
鮮
や
か
な
川
た
な
ご
、
八

目
鰻
、
銀
魚
と
い
わ
れ
た
小
魚
な
ど
が
、

編

『
読
者
か
ら
の
た
よ
り
』
欄
へ
の
投
稿
を
歓
迎
し
ま
す
。
本
誌
を
読
ん
で
の
御

感
想
、
御
意
見
等
を
ど
し
ど
し
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

●
投
稿
規
定

①
一
件
に
つ
き
四

0
0
字
以
内
②
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
職
業
、
電
話
番
号

を
明
記
（
誌
上
匿
名
可
）
③
掲
載
分
に
は
薄
謝
進
呈

※
文
章
を
一
部
手
直
し
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
送
り
先

〒
IOO
東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
三
ー
ニ
ー
ニ

文
部
省
大
臣
官
房
政
策
課

集

ま
た
川
辺
に
は
色
鮮
や
か
な
た
く
さ
ん

の
種
類
の
糸
と
ん
ぽ
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ら
は
今
で
は
、
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
り
、
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

現
在
の
子
供
た
ち
に
、
か
つ
て
存
在

し
た
伝
統
芸
能
や
動
植
物
な
ど
を
説
明

し
よ
う
と
し
て
も
空
し
さ
や
寂
し
さ
が

湧
い
て
き
ま
す
が
、
今
回
の
報
告
に
盛

ら
れ
た
広
範
な
項
目
を
見
て
、
改
め
て

文
化
財
保
護
の
大
切
さ
を
感
じ
ま
す
。

▽
今
年
度
か
ら
の
新
企
画
蒻
ア
ト
ラ

ン
タ
」
は
、
毎
号
、
各
競
技
種
目
ご
と

に
強
化
の
様
子
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
に
は
関
係
団

体
の
全
面
的
な
御
協
力
を
得
て
お
り
ま

す。
残
念
な
が
ら
、
先
月
終
わ
っ
た
広
島

ア
ジ
ア
大
会
で
は
、
金
メ
ダ
ル
獲
得
数

で
ま
た
三
位
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た

が
、
も
う
ひ
と
頑
張
り
す
れ
ば
ア
ト
ラ

ン
タ
で
は
何
と
か
な
り
そ
う
な
気
も
す

る
の
で
す
が
。

(
A
.
s
)

後
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