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ー：民俗文化財の保護

図 墾 含
天
野
本
日
は
「
民
俗
文
化
財
の
保
襲
」
を
テ
ー
マ

に
い
ろ
い
ろ
お
話
を
賜
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。

民
俗
文
化
財
の
保
護
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
十
五

年
に
文
化
財
保
護
法
が
で
き
、
育
形
文
化
財
と
い
う

ジ
ャ
ン
ル
の
一
項
目
に
民
俗
資
料
と
い
う
の
が
あ
り

ま
し
た
。
昭
和
二
十
九
年
の
文
化
財
保
護
法
の
改
正

に
よ
り
、
初
め
て
民
俗
資
料
が
独
立
し
た
わ
け
で
ご

ざ
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
、
現
在
の
有
形
の

も
の
は
指
定
で
き
る
が
、
無
形
の
も
の
を
指
定
で
き

な
い
た
め
に
選
択
制
度
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
昭
和
五

十
年
十
月
の
法
改
正
で
、
従
来
の
民
俗
資
料
と
い
わ

れ
て
い
た
も
の
が
、
民
俗
文
化
財
と
な
り
ま
し
た
。

有
形
の
も
の
も
無
形
の
も
の
も
あ
わ
せ
て
指
定
で
き

る
よ
う
に
な
り
、
民
俗
文
化
財
の
保
護
が
一
段
と
充

実
し
て
き
た
わ
け
で
す
。

ま
ず
最
初
は
、
な
ぜ
民
俗
文
化
財
を
保
護
す
る
の

か
。
そ
の
保
護
を
通
じ
て
私
ど
も
の
生
活
ぶ
ど
う
濶

う
の
か
、
と
い
う
よ
う
な
お
話
合
い
を
い
た
だ
け
れ

ば
と
思
い
ま
す
。
櫻
井
先
生
、
い
か
が
で
ご
ざ
い
ま

き
な
領
域
を
占
め
、
そ
れ
が
日
本
文
化
の
基
底
を
ち

ゃ
ん
と
つ
く
っ
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
重
視
す

る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
い
う
方
面
が
大
変
注
目
さ
れ

て
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
民
衆
の
生
活
文
化
に
対
す

る
価
値
が
再
認
識
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
世
間
の

文
化
財
観
の
自
覚
を
促
す
上
で
大
き
な
意
味
を
持
っ

た
と
思
い
ま
す
。

天
野
ご
指
摘
の
民
俗
芸
能
、
こ
れ
は
そ
れ
ま
で
無

形
文
化
財
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
で
選
択
し
て
い
た
ん
で

す
が
、
昭
和
五
十
年
の
法
改
正
で
民
俗
文
化
財
の
無

形
民
俗
文
化
財
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
、
年
中
行
事

と
か
人
生
儀
礼
と
合
わ
せ
た
風
俗
習
慣
も
そ
の
一
翼

を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
。
確
か
に
こ
の
法
改
正
に
よ

っ
て
民
俗
芸
能
で
な
い
風
俗
慣
習
等
も
指
定
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
r

私
ど
も
と
し
て
も
大
変
よ

か
っ
た
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

桓
松
従
来
文
化
と
い
う
も
の
に
対
す
る
概
念
が
、

芸
術
と
か
文
学
な
ど
で
価
値
が
高
い
と
か
優
れ
て
い

る
と
い
う
も
の
に
偏
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し

た
が
、
生
活
体
系
が
文
化
の
概
念
と
し
て
民
俗
学
や

人
類
学
な
ど
で
持
ち
出
さ
れ
て
き
て
、
文
化
概
念
の

転
換
が
文
化
行
政
に
も
影
響
し
て
、
真
に
文
化
を
対

象
に
し
た
保
護
の
制
度
が
確
立
し
て
き
た
と
い
う
こ

と
だ
ろ
う
と
思
っ
た
次
第
で
す
。

天
野
確
か
に
今
、
植
松
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
文

化
概
念
の
転
換
と
い
い
ま
す
か
、
文
化
の
多
様
性
を

気
付
か
せ
て
く
れ
た
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
そ
れ

に
先
行
し
た
民
俗
学
の
先
輩
の
研
究
者
の
研
究
成
果

の
積
み
重
ね
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
無
視
で
き
な

い
ん
で
す
が
。

の

櫻
井
昭
和
五
十
年
の
文
化
財
保
護
法
の
改
正
は
、

画
期
的
な
意
味
が
ご
ざ
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
そ

れ
ま
で
は
民
衆
の
生
活
の
中
で
先
祖
代
々
伝
え
ら
れ

て
き
た
素
朴
な
風
俗
習
慣
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
、

軽
く
見
ら
れ
て
い
た
と
い
う
か
r

庶
民
の
生
活
文
化

に
対
す
る
認
識
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
か
っ
た
わ

け
で
す
ね
。
そ
う
い
う
姿
勢
が
こ
の
法
改
正
に
よ
り

大
き
く
是
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
無
形
民
俗
文

化
財
の
中
に
は
、
大
き
く
分
け
て
風
俗
習
慣
の
領
域

と
民
俗
芸
能
の
領
域
が
あ
る
。
民
俗
芸
能
の
領
域
は

は
や
く
か
ら
非
常
な
関
心
を
も
た
れ
て
き
た
、
こ
れ

は
華
や
か
だ
か
ら
ね
。
と
こ
ろ
が
風
俗
習
慣
と
い
う

側
面
は
、
地
味
で
目
立
た
な
い
も
の
だ
か
ら
、
と
か

く
ネ
グ
レ
ク
ト
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
れ
炉
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
は
非
常
に
大
き
な
意

田
辺
先
輩
の
岡
正
雄
先
生
な
ど
の
業
績
の
中
に
も

民
俗
資
料
あ
る
い
は
民
具
な
ど
が
含
め
ら
れ
て
い
る

ん
で
す
。
個
人
的
な
芸
術
的
な
文
化
は
、
比
較
的
レ

ベ
ル
の
高
い
人
た
ち
が
長
い
間
持
っ
て
き
た
文
化
だ

と
い
う
こ
と
。
そ
れ
に
対
し
て
庶
民
と
い
い
ま
す
か

民
衆
の
中
に
は
文
化
が
な
い
よ
う
に
い
わ
れ
て
き
た

け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
や
は
り
今
日
よ
り

も
明
日
を
楽
し
く
豊
か
に
暮
ら
し
て
い
こ
う
と
い
う
、

共
同
体
的
な
生
活
文
化
と
い
う
も
の
が
あ
る
ん
だ
と

い
う
こ
と
を
、
研
究
の
成
果
と
し
て
常
に
主
張
し
て

き
て
い
た
。
そ
う
い
う
認
識
が
浸
透
し
て
r

文
化
財

行
政
の
中
に
取
り
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
だ
と

思
い
ま
す
。

昭
和
五
十
年
の
法
改
正
は
r

そ
れ
に
携
わ
っ
た

方
々
の
ご
苦
労
は
大
変
な
も
の
だ
っ
た
と
思
い
ま
す

が
、
今
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
改
正
が
少
し
遅
か
っ

た
な
と
い
う
気
が
し
な
い
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ

れ
は
保
護
行
政
だ
け
が
ひ
と
り
歩
き
し
た
ん
で
は
な

く
て
、
学
会
の
研
究
成
果
と
か
世
論
の
動
き
と
か
、

社
会
経
済
の
構
造
変
化
と
い
う
歴
史
的
な
背
景
の
中

で
組
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
r

つ
く
づ
く
感
じ
ま
す
ね
。

天
野
民
俗
文
化
財
の
保
護
が
叫
ば
れ
る
根
拠
に
は

学
問
的
な
蓄
積
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
昭
和
三
十
年

代
以
降
の
政
治
・
経
済
。
社
会
の
変
貌
と
い
う
も
の

が
あ
っ
て
、
急
速
に
古
い
も
の
が
失
わ
れ
て
い
く
と

い
う
一
面
が
あ
っ
た
こ
と
も
無
視
で
き
な
い
と
思
い

ま
す
が
、
そ
の
点
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

櫻
井
金
属
や
石
と
か
で
作
ら
れ
て
形
を
成
し
て
い

る
も
の
、
こ
れ
は
ビ
ジ
ュ
ア
ル
な
も
の
で
す
か
ら
だ

昭
和
五
十
年
の
法
改
正
の
意
義

し
ょ
う
か
。

昭
和
三
十
年
代
の

民
俗
資
料
緊
急
胴
査
の
役
割

味
合
い
を
持
っ
た
と
思
う
ん
で
す
。

私
も
法
改
正
の
時
に
多
少
か
か
わ
り
を
持
っ
た
の

で
、
記
憶
が
非
常
に
鮮
明
な
ん
で
す
。
こ
れ
に
よ
り

文
化
財
行
政
は
庶
民
の
側
に
大
き
く
目
を
向
け
る
と

い
う
方
向
が
打
ち
出
さ
れ
た
と
い
う
点
で
、
画
期
的

だ
っ
た
。
あ
え
て
申
し
上
げ
る
ま
で
も
な
く
、
日
本

人
の
も
の
の
考
え
方
だ
と
か
民
族
性
を
r

い
ろ
い
ろ

分
析
す
る
場
合
に
、
文
献
に
書
き
表
さ
れ
た
資
料
だ

と
か
、
一
流
の
文
化
人
た
ち
の
創
造
的
な
作
業
に
よ

っ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
は
、
も
ち
ろ
ん
大
事
で
す
。

け
れ
ど
も
、
名
も
な
き
民
衆
の
暮
ら
し
の
展
開
の
中

で
、
ず
っ
と
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
が
、
非
常
に
大

れ
で
も
が
窮
め
る
。
と
こ
ろ
が
風
俗
習
慣
の
よ
う
な

も
の
は
、
実
際
そ
こ
に
い
っ
て
生
活
を
共
に
し
な
け

れ
ば
認
知
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
す
ね
。
同

時
に
社
会
環
境
の
変
動
、
例
え
ば
生
産
構
造
が
変
わ

っ
て
く
る
と
か
、
今
の
よ
う
に
都
市
化
が
ど
ん
ど
ん

進
め
ら
れ
て
共
同
体
が
崩
壊
す
る
と
か
、
ダ
ム
の
建

設
に
よ
っ
て
水
没
す
る
と
か
、
そ
う
な
っ
て
く
る
と

そ
こ
に
あ
っ
た
風
俗
習
慣
が
湮
滅
し
て
し
ま
う
わ
け

で
す
。
農
具
と
か
民
具
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
、
手
振

り
身
振
り
、
行
動
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
も
の
の
湮
滅

が
、
ど
ん
ど
ん
進
む
わ
け
で
す
ね
。
我
々
の
先
祖
か

ら
伝
え
ら
れ
た
も
の
が
み
ん
な
な
く
な
っ
て
し
ま
う

ん
だ
け
ど
、
こ
れ
で
い
い
ん
だ
ろ
う
か
。
年
中
行
事

に
し
て
も
、
農
耕
儀
礼
に
し
て
も
、
お
祭
り
に
し
て

も
、
放
っ
て
お
い
て
い
い
ん
だ
ろ
う
か
と
い
う
心
配

が
出
て
き
た
、
と
い
う
事
実
は
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
官
も
民
の
識
者
も
常
民

も
み
ん
な
一
種
の
危
機
意
識
、
そ
う
い
う
も
の
を
持

つ
よ
う
に
な
り
、
理
解
さ
れ
た
ん
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
同
時
に
実
際
か
か
わ
っ
て
い
る
人
た
ち
も
、

自
分
た
ち
の
持
っ
て
い
る
も
の
を
残
さ
な
く
ち
ゃ
い

け
な
い
ん
だ
と
い
う
意
識
が
出
て
く
る
よ
う
に
な
っ

た
ん
で
す
ね
。

天
野
文
化
庁
で
は
、
昭
和
三
十
七
、
八
、
九
年
に

全
国
的
な
民
俗
資
料
緊
急
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

あ
の
時
点
で
、
現
状
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
い
う

こ
と
を
把
握
す
る
た
め
の
行
政
調
査
で
し
た
が
。
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横須賀市人文博物館長 一
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櫻

井

あ

の

緊

急

調

査

は

、

大

き

な

イ

ベ

ン

ト

で

、

非

常

に

有

効

な

調

査

だ

っ

た

と

思

い

ま

す

ね

。

そ

れ

に

刺

激

さ

れ

て

地

方

自

治

体

で

も

、

地

域

の

民

俗

調

査

を

行

う

よ

う

に

な

り

、

そ

の

報

告

が

ど

ん

ど

ん

出

た

。

一

方

で

は

文

化

庁

の

調

査

資

料

に

基

づ

い

て

民

俗

地

図

が

出

来

上

が

る

。

そ

ん

な

こ

と

で

ま

す

ま

す

盛

り

上

が

っ

て

き

た

。

ま

た

、

地

方

史

研

究

が

進

み

、

県

史

だ

と

か

、

市

町

村

史

な

ど

も

、

そ

の

こ

ろ

か

ら

各

地

で

編

さ

ん

さ

れ

る

傾

向

が

出

て

き

て

、

そ

の

中

で

、

民

俗

編

が

一

翼

を

担

う

よ

う

に

な

っ

て

き

た

。

つ

ま

り

歴

史

の

中

に

占

め

る

民

俗

の

重

さ

を

、

皆

が

感

じ

て

き

た

と

い

う

こ

と

で

す

ね

。

田

辺

昭

和

二

十

年

代

か

ら

三

十

年

代

ま

で

は

、

民

俗

文

化

財

が

非

常

に

農

富

で

、

我

炉

国

は

そ

の

宝

庫

の

よ

う

だ

っ

た

の

で

す

が

r

日

本

人

自

身

が

あ

ま

り

そ

れ

に

気

付

か

な

か

っ

た

。

そ

れ

が

高

度

成

長

時

代

を

迎

え

る

中

で

、

今

ま

で

の

伝

統

文

化

が

ど

ん

ど

ん

切

り

捨

て

ら

れ

る

よ

う

に

な

り

、

危

機

感

が

出

て

き

た

。

そ

こ

に

文

化

庁

が

緊

急

調

査

を

タ

イ

ミ

ン

グ

よ

く

始

め

、

そ

れ

炉

火

付

け

に

な

っ

た

と

い

う

こ

と

で

し

ょ

う

か

。

天

野

そ

の

後

も

全

国

的

な

調

査

で

は

、

民

俗

文

化

す

。

櫻

井

田

辺

さ

ん

は

そ

う

い

う

現

場

を

よ

く

ご

存

じ

で

し

ょ

う

か

ら

…

。

田

辺

若

い

人

の

民

俗

芸

能

に

つ

い

て

の

伝

承

の

問

題

に

つ

い

て

の

例

を

あ

げ

ま

す

と

、

三

浦

半

島

の

先

端

の

三

浦

市

に

、

神

奈

川

県

の

指

定

に

な

っ

て

い

る

《

あ

め

や

踊

り

》

と

い

う

の

が

あ

る

ん

で

す

。

近

く

の

村

で

も

同

じ

芸

能

を

お

年

寄

り

が

伝

承

し

て

き

た

の

で

、

ぜ

ひ

復

活

さ

せ

た

い

と

、

若

い

人

に

同

席

し

て

も

ら

い

、

こ

れ

を

伝

承

し

て

い

く

に

は

ど

う

し

た

ら

い

い

か

を

話

し

合

っ

た

。

教

え

る

方

は

子

ど

も

の

頃

に

厳

し

く

教

え

ら

れ

た

の

で

、

同

じ

く

厳

し

く

教

え

た

い

と

い

う

願

望

が

あ

る

わ

け

で

す

。

と

こ

ろ

が

若

い

人

は

、

こ

れ

か

ら

楽

し

み

な

が

ら

受

け

継

い

で

い

こ

う

と

い

う

の

ピ

厳

し

く

仕

込

ま

れ

た

の

で

は

と

て

も

教

わ

る

気

が

し

な

い

、

そ

れ

だ

っ

た

ら

我

々

は

伝

承

し

た

く

な

い

と

い

う

よ

う

な

こ

と

が

あ

る

わ

け

で

す

。

言

っ

て

み

れ

ば

、

伝

承

者

と

そ

れ

を

引

き

継

ぐ

人

の

意

見

が

か

み

あ

わ

ず

、

物

別

れ

に

終

わ

っ

て

し

ま

う

ん

で

す

ね

。

そ

う

い

う

場

面

を

取

り

持

つ

よ

う

な

こ

と

が

、

現

場

に

い

る

と

あ

る

わ

け

で

す

。

天

野

文

化

庁

の

補

助

対

象

事

業

に

は

、

地

域

伝

承

財

分

布

調

査

と

か

諸

職

関

係

民

俗

文

化

財

鯛

査

と

か

民

謡

鯛

査

を

実

施

し

、

消

え

て

な

く

な

る

も

の

を

押

さ

え

て

お

く

た

め

の

保

護

策

は

や

っ

て

い

る

わ

け

で

す

。
天

野

昭

和

五

十

年

の

法

改

正

か

ら

、

有

形

、

無

形

と

も

に

指

定

で

き

る

よ

う

に

な

っ

た

。

民

俗

資

料

も

民

俗

文

化

財

と

い

う

位

置

付

け

が

な

さ

れ

た

。

現

状

の

民

俗

文

化

財

の

保

護

に

つ

い

て

の

問

題

、

こ

こ

が

足

り

な

い

ん

じ

ゃ

な

い

か

と

い

う

よ

う

な

こ

と

は

…

。

櫻

井

保

護

と

い

う

と

何

と

な

く

上

か

ら

と

か

外

か

ら

、

恵

み

を

与

え

て

支

え

て

や

る

ん

だ

と

い

う

意

味

合

い

が

出

て

く

る

ん

で

す

ね

。

そ

う

で

は

な

く

て

、

風

俗

習

慣

や

民

俗

芸

能

を

支

え

て

い

る

地

域

社

会

の

住

民

に

と

っ

て

、

保

護

さ

れ

よ

う

と

し

て

い

る

民

俗

な

し

に

は

生

き

が

い

が

感

じ

ら

れ

な

い

、

そ

れ

が

人

々

を

活

性

化

す

る

エ

ネ

ル

ギ

ー

源

だ

と

い

う

よ

う

に

積

極

性

を

持

た

せ

る

、

そ

う

い

う

保

護

対

策

が

必

要

じ

ゃ

な

い

か

、

そ

う

で

な

い

と

、

当

座

は

固

も

認

め

て

く

れ

た

ん

だ

と

い

う

の

で

、

熱

を

入

れ

る

の

だ

け

れ

ど

も

r
本

当

に

自

分

た

ち

の

生

活

の

中

の

エ

ネ

ル

ギ

ー

と

な

る

生

き

生

き

と

し

た

も

の

を

感

じ

て

い

な

け

れ

ば

、

元

の

も

く

あ

み

に

戻

っ

て

し

ま

う

。

保

護

行

政

の

立

場

と

し

て

は

、

そ

れ

を

支

え

て

い

る

地

域

社

会

の

人

た

ち

が

、

生

き

た

生

活

を

送

る

た

め

に

、

そ

れ

を

自

分

た

ち

の

宝

と

し

て

感

じ

取

る

よ

う

な

在

り

方

に

し

て

も

ら

わ

な

く

て

は

ね

。

例

え

ば

、

東

京

の

板

橋

区

に

は

、

非

常

に

古

い

形

活

動

が

あ

り

ま

し

て

、

伝

承

者

の

育

成

に

つ

い

て

も

、

若

干

の

補

助

金

は

出

し

て

い

る

ん

で

す

が

、

何

か

支

持

さ

れ

、

納

得

さ

れ

る

も

の

が

な

い

と

。

田

辺

先

生

が

言

わ

れ

た

よ

う

に

、

そ

っ

ぼ

を

向

く

と

い

う

こ

と

も

あ

り

ま

す

の

で

、

何

か

い

い

対

策

が

…

。

櫻

井

最

近

、

地

方

自

治

体

の

歴

史

民

俗

資

料

館

が

各

地

に

で

き

、

充

実

し

て

き

て

い

る

こ

と

は

大

変

結

構

だ

と

思

う

ん

で

す

。

そ

こ

を

会

場

に

、

昔

の

人

た

ち

は

こ

う

い

う

生

活

を

送

っ

て

い

た

と

い

う

こ

と

を

体

験

学

習

す

る

。

ぽ

く

ら

は

縄

を

な

う

r
わ

ら

じ

。

ぞ

う

り

を

つ

く

る

な

ど

、

子

ど

も

の

こ

ろ

に

習

っ

た

の

で

今

で

も

で

き

る

ん

だ

け

ど

、

都

会

育

ち

の

人

は

で

き

な

い

。

稲

つ

く

り

米

つ

く

り

な

ど

も

。

そ

う

い

う

体

験

学

習

を

さ

せ

る

こ

と

は

f

中

学

校

あ

た

り

の

公

民

教

育

と

関

連

さ

せ

る

必

要

が

あ

る

か

も

し

れ

ま

せ

ん

。

作

業

の

協

働

経

験

を

通

し

て

地

域

社

会

の

在

り

方

を

再

認

識

さ

せ

る

上

で

効

果

が

あ

る

。

食

べ

物

で

も

、

栃

餅

は

ど

う

し

て

作

る

と

か

、

最

近

は

草

木

染

め

が

盛

ん

だ

か

ら

、

そ

れ

は

ど

う

い

う

風

に

染

め

る

か

、

い

ろ

い

ろ

疑

問

が

出

て

く

る

で

し

ょ

う

。

昔

の

漁

師

が

、

ど

の

よ

う

な

魚

取

り

を

し

た

か

も

段

々

忘

れ

て

し

ま

う

で

し

ょ

う

。

そ

ん

な

こ

と

を

体

験

指

導

す

る

と

、

保

護

行

政

も

助

成

も

い

き

て

く

る

。

そ

れ

が

も

と

で

、

ま

た

昔

の

人

た

ち

の

暮

ら

し

の

在

り

方

や

郷

土

認

識

を

高

め

る

こ

と

に

も

な

っ

て

く

る

。

天

野

今

、

歴

史

民

俗

資

料

館

の

こ

と

が

お

話

に

出

ま

し

た

が

、

昭

和

四

十

五

年

度

か

ら

発

足

し

ま

し

て

、

都

道

府

県

立

で

十

二

館

、

市

町

村

立

で

約

四

百

五

十

館

ほ

ど

全

国

に

あ

り

ま

す

。

当

初

は

そ

の

地

方

、

地

方

の

歴

史

｀

．

考

古

、

民

俗

の

資

料

を

保

存

す

る

と

い

民
俗
文
化
財
の

指
定
に
ガ
か
わ
る
問
題

歴
史
民
俗
資
料
舘
の
課
題

を

持

っ

て

い

る

田

遊

び

の

行

事

が

ご

ざ

い

ま

す

。

赤

塚

、

徳

丸

に

ね

。

練

馬

と

か

落

合

に

も

あ

る

ん

だ

け

れ

ど

も

、

一

番

有

名

な

の

は

あ

そ

こ

の

も

の

で

す

。

こ

こ

は

文

化

財

に

指

定

さ

れ

て

い

ま

す

。

指

定

さ

れ

た

の

は

あ

り

が

た

い

、

非

常

に

大

き

な

意

味

が

あ

る

ん

だ

と

保

証

さ

れ

た

か

ら

ね

。

区

も

ま

た

文

化

財

に

指

定

し

ま

し

た

。

一

時

は

青

息

吐

息

で

、

ま

さ

に

消

え

な

ん

と

し

た

と

き

に

指

定

さ

れ

た

の

で

、

息

を

吹

き

返

し

て

今

も

ず

っ

と

熱

心

に

や

っ

て

い

る

ん

で

す

。

と

こ

ろ

が

そ

れ

を

伝

え

る

者

は

年

寄

り

だ

け

に

な

っ

て

、

中

年

ク

ラ

ス

、

特

に

青

年

層

が

い

な

い

ん

で

す

。

そ

う

す

る

と

下

手

を

す

る

と

途

絶

え

ち

ゃ

う

ん

だ

ね

。

ご

く

特

殊

な

人

た

ち

だ

け

に

支

え

ら

れ

る

と

い

う

こ

と

に

な

っ

て

、

地

域

社

会

の

本

当

の

エ

ネ

ル

ギ

ー

に

は

な

ら

な

い

。

そ

こ

で

板

橋

区

は

、

芸

能

伝

承

館

と

い

う

施

設

を

造

っ

て

、

そ

こ

で

実

演

と

練

習

と

両

方

で

き

る

よ

う

に

し

た

。

住

民

に

は

サ

ラ

リ

ー

マ

ン

が

多

い

で

し

ょ

う

。

働

い

て

夜

帰

っ

て

き

た

青

年

が

そ

こ

に

集

ま

っ

て

く

る

と

い

う

傾

向

が

出

て

き

て

い

る

ん

で

す

。

こ

う

い

う

保

護

の

在

り

方

が

、

こ

れ

か

ら

考

え

ら

れ

る

べ

き

で

は

な

い

か

と

思

う

ん

で

す

。

天

野

青

年

層

が

積

極

的

に

民

俗

芸

能

や

年

中

行

事

、

お

祭

り

な

ど

を

支

え

る

。

こ

れ

は

非

常

に

大

事

な

こ

と

で

す

ね

。

民

具

の

収

集

な

ど

で

も

、

「

あ

れ

は

好

き

で

や

っ

と

る

」

と

か

、

「

ち

ょ

っ

と

変

な

人

や

」

と

か

言

わ

れ

な

が

ら

も

、

そ

の

重

要

さ

を

感

じ

て

収

集

し

て

き

た

の

が

、

日

の

目

を

見

る

と

い

う

一

面

が

あ

っ

た

。

そ

う

い

う

人

た

ち

に

周

囲

の

人

々

の

理

解

が

生

ま

れ

、

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

な

ど

も

出

て

く

れ

ば

、

非

常

に

結

構

な

こ

と

で

は

な

い

か

と

い

う

気

も

す

る

ん

で

う

こ

と

に

眼

目

が

あ

っ

た

わ

け

で

す

が

、

昭

和

五

十

年

過

ぎ

か

ら

は

、

歴

史

、

民

俗

、

考

古

資

料

等

を

保

存

す

る

と

同

時

に

活

用

す

る

r

文

化

財

の

保

存

こ

詰

用

の

拠

点

と

し

て

位

置

付

け

ら

れ

て

い

ま

す

。

た

だ

学

芸

員

を

何

人

置

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

い

う

拘

束

は

な

く

、

な

か

な

か

充

実

し

な

い

。

田

辺

選

択

と

か

記

録

保

存

と

か

公

開

と

い

っ

た

こ

と

は

、

そ

の

地

域

・

地

元

で

十

分

に

や

っ

て

い

た

だ

か

な

い

と

、

文

化

庁

で

は

そ

こ

ま

で

は

全

国

的

に

カ

バ

ー

で

き

な

い

面

が

あ

ろ

う

か

と

思

い

ま

す

。

昨

年

夏

に

、

福

井

県

の

敦

賀

へ

二

十

年

ぶ

り

に

行

き

ま

し

た

。

立

石

半

島

の

浦

々

で

は

、

二

十

年

前

に

行

っ

た

と

き

に

は

、

ま

だ

産

小

屋

で

子

ど

も

を

産

ん

だ

人

が

何

人

も

い

ま

し

た

。

「

あ

そ

こ

の

産

小

屋

で

七

人

産

み

ま

し

た

」

と

い

う

よ

う

な

話

が

r
実

際

に

聞

き

取

り

調

査

で

き

た

わ

け

で

す

。

今

度

行

っ

て

み

ま

し

た

ら

、

建

物

は

、

福

井

県

指

定

の

有

形

民

俗

文

化

財

の

産

小

屋

と

し

て

移

築

さ

れ

、

建

物

は

立

派

に

保

存

さ

れ

て

い

る

け

れ

ど

も

、

そ

の

産

小

屋

で

子

ど

も

を

産

ん

だ

伝

承

者

が

も

う

い

な

い

わ

け

で

す

。

こ

の

よ

う

に

建

物

だ

け

は

残

る

け

れ

ど

も

記

録

の

ほ

う

が

つ

い

て

い

か

な

い

と

い

う

こ

と

が

他

に

も

た

く

さ

ん

あ

る

と

思

う

ん

で

す

。

櫻

井

そ

う

い

っ

た

問

題

を

よ

く

考

え

な

け

れ

ば

な

り

ま

せ

ん

で

す

ね

。

天

郵

歴

史

民

俗

資

料

館

に

は

、

豊

か

な

知

識

を

持

ち

か

つ

意

欲

の

あ

る

人

を

は

り

つ

け

、

い

ろ

い

ろ

な

・―- 7 - - 6 -
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あまの たけし

天 野 武

天

罫

今

、

行

政

の

問

題

と

か

大

学

の

民

俗

学

専

攻

の

人

の

実

地

ト

レ

ー

ニ

ン

グ

の

こ

と

な

ど

虹

お

話

に

出

ま

し

た

が

、

そ

れ

と

も

う

一

っ

、

中

学

校

か

高

校

卒

業

ぐ

ら

い

ま

で

に

歴

史

や

地

理

、

あ

る

い

は

考

古

と

は

こ

う

い

う

も

の

だ

と

い

う

概

念

が

た

た

き

込

ま

れ

て

、

お

ぽ

ろ

げ

な

が

ら

理

解

し

て

い

て

も

、

民

俗

と

は

何

か

と

い

う

よ

う

な

こ

と

が

理

解

で

き

る

よ

う

、

果

た

し

て

教

育

さ

れ

て

い

る

で

し

ょ

う

か

。

櫻

井

そ

れ

は

中

教

審

の

抱

え

る

大

き

な

問

題

で

す

ね

。
田

辺

民

俗

文

化

財

の

保

護

の

場

合

に

は

、

伝

承

者

の

保

護

・

育

成

と

、

歴

史

民

俗

資

料

館

で

仕

事

を

す

る

人

の

養

成

、

そ

れ

が

や

は

り

民

俗

文

化

財

の

保

護

に

貢

献

し

て

い

く

と

思

う

の

で

す

。

で

す

か

ら

立

派

な

施

設

が

で

き

、

モ

ノ

が

保

存

さ

れ

て

も

、

そ

れ

を

活

用

し

て

後

世

に

伝

え

て

い

く

人

が

大

切

で

す

ね

。

こ

れ

ら

が

や

は

り

三

位

一

体

に

な

っ

て

い

か

な

い

と

、

民

俗

文

化

財

の

保

存

・

保

護

は

危

機

に

さ

ら

さ

れ

て

い

く

と

思

い

ま

す

。

櫻

井

今

の

は

非

常

に

重

要

な

指

摘

で

す

ね

。

大

学

や

文

化

庁

の

再

教

育

な

ど

と

同

時

に

、

地

域

の

人

た

ち

が

目

を

向

け

て

い

る

も

の

を

、

ど

う

や

っ

て

吸

収

こ

と

を

や

っ

て

い

た

だ

き

た

い

わ

け

で

す

が

、

大

学

で

そ

の

地

域

に

定

着

す

る

人

た

ち

に

そ

こ

の

民

俗

の

こ

と

を

教

え

て

い

る

の

か

ど

う

か

。

民

俗

を

専

攻

し

た

人

を

歴

史

民

俗

資

料

館

で

採

用

す

る

か

と

い

う

と

、

必

ず

し

も

そ

う

で

も

な

い

面

が

あ

る

。

そ

う

い

う

諸

般

の

事

情

に

か

ん

が

み

ま

し

て

r
私

ど

も

は

国

立

歴

史

民

俗

博

物

館

の

協

力

を

得

て

、

歴

史

民

俗

資

料

誼

等

専

門

職

員

研

修

会

を

数

年

前

か

ら

発

足

さ

せ

ま

し

た

。

徐

々

で

す

け

れ

ど

も

、

歴

史

民

俗

博

物

館

に

魂

を

い

れ

、

民

俗

の

裾

野

を

広

げ

た

い

と

い

う

こ

と

で

研

修

会

を

開

い

て

い

る

ん

で

す

。

櫻

井

植

松

さ

ん

の

と

こ

ろ

は

学

芸

員

養

成

課

程

が

ご

ざ

い

ま

す

か

。

椙

松

ご

ざ

い

ま

す

。

櫻

井

大

学

な

ど

で

学

芸

員

の

資

格

を

取

得

す

る

場

合

の

必

要

単

位

の

取

り

方

、

学

芸

員

の

養

成

の

在

り

方

を

も

う

少

し

考

え

る

必

要

が

あ

る

と

思

う

ん

で

す

。

イ

ン

タ

ー

ン

制

度

を

導

入

し

て

、

も

っ

と

し

つ

か

り

育

て

る

必

要

が

あ

る

と

思

う

ん

で

す

如

。

民

俗

学

は

必

修

じ

ゃ

な

く

、

選

択

必

修

で

す

よ

ね

。

田

辺

そ

う

で

す

ね

。

櫻

井

だ

か

ら

民

俗

学

の

単

位

を

取

ら

な

く

て

も

学

芸

員

に

な

れ

る

ん

で

す

。

そ

こ

で

二

つ

の

問

題

が

出

て

く

る

ん

で

す

。

―

つ

は

、

民

俗

な

ん

て

い

う

の

は

た

あ

い

な

い

こ

と

で

学

問

的

体

系

な

ん

か

あ

ろ

う

は

ず

は

な

い

と

い

う

心

得

ち

が

い

で

す

ね

。

そ

れ

か

ら

、

あ

れ

は

文

献

じ

ゃ

な

い

か

ら

、

資

料

と

し

て

は

甚

だ

心

許

な

い

、

だ

か

ら

、

資

料

的

な

価

値

は

な

い

ん

だ

と

い

う

考

え

方

。

一

番

困

る

の

は

、

民

俗

学

組

み

し

や

す

し

と

見

ら

れ

る

こ

と

な

ん

で

す

。

確

か

に

民

俗

は

あ

ま

り

に

日

常

的

で

あ

る

か

ら

容

易

に

つ

か

め

る

。

し

か

し

、

そ

の

内

面

に

あ

る

も

の

は

本

気

に

な

っ

て

勉

強

し

な

い

と

理

解

で

き

な

い

の

で

す

。

つ

ま

り

日

常

茶

飯

事

の

現

象

を

通

じ

て

r
日

本

の

民

俗

文

化

の

在

り

方

と

か

民

族

性

の

特

質

を

明

ら

か

に

す

る

と

い

う

と

こ

ろ

に

意

味

が

あ

る

ん

で

す

ね

。

も

う

―

つ

は

、

学

芸

員

の

定

員

の

確

保

が

困

難

な

中

で

、

学

芸

員

イ

コ

ー

ル

考

古

学

を

専

攻

し

た

人

、

考

古

学

専

攻

者

イ

コ

ー

ル

学

芸

員

だ

と

い

う

通

念

が

強

い

。

そ

の

考

え

に

は

、

民

俗

な

ん

か

自

分

た

ち

で

も

す

ぐ

分

か

る

と

い

う

。

思

い

上

が

り

も

甚

だ

し

い

。

民

俗

学

の

軽

視

で

す

ね

。

天

野

植

松

先

生

r

大

学

教

育

の

場

に

い

ら

っ

し

ゃ

っ

て

ど

う

で

す

か

。

楢

松

学

芸

員

の

資

格

を

取

る

者

は

た

く

さ

ん

い

る

ん

で

す

が

r
そ

れ

に

よ

っ

て

就

職

す

る

例

は

少

な

い

ん

で

す

ね

。

そ

の

場

炉

少

な

く

て

就

職

で

き

な

い

わ

け

で

す

。

資

料

館

な

ど

に

学

芸

員

が

必

ず

一

人

い

る

よ

う

に

、

法

的

措

置

が

講

じ

ら

れ

れ

ば

、

か

な

り

需

要

が

あ

る

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。

こ

の

仕

事

に

就

き

た

い

者

が

た

，

＼

さ

ん

い

る

ん

で

す

。

男

子

と

女

子

の

ど

ち

ら

が

採

用

さ

れ

や

す

い

か

と

い

う

と

、

や

し

、

そ

れ

を

生

か

す

か

と

い

う

こ

と

、

こ

の

三

つ

の

柱

を

束

に

し

て

考

え

て

い

く

こ

と

が

大

事

な

ん

じ

ゃ

な

い

で

し

ょ

う

か

。

天

野

抽

象

的

に

文

化

財

の

保

護

と

い

う

こ

と

で

は

な

く

、

も

っ

と

地

域

社

会

に

根

ざ

し

た

文

化

を

掘

り

起

こ

し

て

r
そ

れ

の

意

義

付

け

を

す

る

と

い

う

民

俗

文

化

財

は

大

変

な

意

義

を

持

っ

て

い

る

ん

で

す

ね

。

ま

た

国

際

交

流

が

盛

ん

に

な

っ

て

、

海

外

か

ら

日

本

民

族

は

ど

う

い

う

民

族

か

、

奇

跡

的

な

発

展

を

遂

げ

た

そ

の

エ

ネ

ル

ギ

ー

は

ど

こ

か

ら

出

て

き

て

い

る

か

と

、

関

心

が

高

ま

っ

て

い

る

。

そ

れ

を

理

解

し

て

も

ら

う

た

め

に

は

、

や

は

り

民

俗

文

化

財

を

と

く

と

見

て

も

ら

わ

な

く

っ

ち

ゃ

と

い

う

よ

う

な

.

.

.

 

o
 

檻

松

そ

う

で

す

ね

。

学

生

な

ど

が

海

外

で

ホ

ー

ム

ス

テ

イ

し

て

、

日

本

の

こ

と

を

い

ろ

い

ろ

き

か

れ

る

。

と

こ

ろ

が

彼

女

た

ち

は

ほ

と

ん

ど

何

も

答

え

る

こ

と

が

で

き

な

い

ん

で

す

ね

。

生

活

体

験

が

な

い

と

い

う

こ

と

な

ん

で

す

。

昔

で

し

た

ら

、

自

ら

生

活

し

て

体

得

し

て

い

る

こ

と

で

あ

っ

た

わ

け

で

す

か

ら

、

す

ぐ

に

答

え

ら

れ

る

も

の

を

持

っ

て

い

た

と

い

う

こ

と

で

す

。

桓

松

実

は

私

は

い

つ

も

、

民

俗

文

化

財

の

保

護

と

い

う

こ

と

が

ど

う

い

う

こ

と

な

の

か

な

、

と

思

っ

て

い

る

ん

で

す

。

生

活

文

化

と

い

う

の

は

変

わ

る

の

が

本

質

な

わ

け

で

す

ね

。

保

誤

と

い

う

の

は

あ

る

時

期

の

も

の

を

固

定

さ

せ

る

と

い

う

意

味

が

あ

る

わ

け

で

す

か

ら

。

民

俗

文

化

と

い

う

の

は

、

そ

の

地

域

や

人

、

民
俗
文
化
財
の
保
護
を
め
ぐ
る
問
題

は

り

男

子

な

ん

で

す

ね

。

私

の

と

こ

ろ

は

女

子

大

で

す

か

ら

、

せ

っ

か

く

一

生

懸

命

や

り

た

い

と

熱

意

の

あ

る

女

子

学

生

が

、

場

を

得

な

い

わ

け

で

す

。

田

辺

考

古

学

を

専

攻

し

ま

す

と

、

学

生

が

卒

業

す

る

と

考

古

学

者

に

な

っ

た

気

に

な

る

人

が

随

分

い

る

わ

け

で

す

。

実

際

に

自

分

で

発

掘

し

た

り

資

料

を

整

理

し

た

り

f

分

類

す

る

。

イ

ン

タ

ー

ン

の

よ

う

な

実

習

を

重

ね

て

お

り

、

専

門

性

が

認

め

ら

れ

ま

す

の

で

、

自

分

も

そ

の

よ

う

な

気

に

な

れ

る

部

分

が

あ

る

と

思

う

ん

で

す

よ

。

博

物

館

実

習

な

ど

も

か

な

り

積

み

重

ね

て

き

て

い

る

か

ら

、

そ

う

い

う

人

た

ち

を

採

用

す

る

こ

と

は

即

戦

力

に

な

り

や

す

い

と

い

う

こ

と

も

あ

る

と

思

い

ま

す

。

櫻

井

だ

か

ら

、

文

化

庁

で

そ

う

い

う

人

材

を

養

成

す

る

た

め

に

研

修

の

充

実

を

図

る

こ

と

は

大

歓

迎

で

す

ね

。

民

俗

学

を

専

攻

し

た

も

の

で

な

い

と

学

芸

員

に

な

れ

な

い

と

い

う

の

で

は

な

く

、

少

な

く

と

も

民

俗

学

、

あ

る

い

は

民

俗

文

化

財

を

見

る

目

、

そ

こ

に

あ

る

生

き

生

き

と

し

た

生

活

と

の

つ

な

が

り

を

見

抜

く

こ

と

の

で

き

る

感

性

を

、

涵

養

し

な

く

ち

ゃ

い

け

な

い

で

す

ね

。

櫃

松

官

庁

に

勤

め

ご

最

初

は

学

芸

員

の

よ

う

な

仕

事

を

し

て

い

て

も

、

専

門

職

と

し

て

で

な

い

た

め

に

、

数

年

経

つ

と

図

書

館

な

ど

他

に

配

置

転

換

さ

れ

る

こ

と

斜

あ

る

ら

し

い

で

す

ね

。

田

辺

そ

う

で

す

ね

。

現

実

的

に

あ

る

話

で

す

。

櫻

井

図

書

館

は

司

書

制

度

が

あ

る

か

ら

い

い

ん

で

す

よ

ね

。

司

書

に

き

け

ば

一

部

始

終

分

か

る

、

そ

う

い

う

図

書

館

が

い

い

図

臀

館

な

ん

で

す

。

民

俗

資

料

館

に

も

そ

う

い

う

も

の

が

あ

っ

て

ほ

し

い

で

す

ね

。

あ

る

決

ま

っ

た

時

期

に

や

る

も

の

と

か

と

い

う

一

定

の

枠

が

あ

る

と

思

う

の

で

す

が

、

保

護

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

そ

の

枠

の

条

件

を

全

部

満

た

さ

な

く

な

る

場

合

も

で

て

く

る

と

思

う

ん

で

す

。

天

野

民

俗

文

化

財

は

変

化

す

る

も

の

だ

と

い

う

大

前

提

は

あ

る

と

思

い

ま

す

。

た

だ

、

指

定

と

い

う

場

合

は

、

指

定

の

時

点

で

基

本

的

に

あ

る

程

度

押

さ

え

ま

せ

ん

と

、

指

定

は

し

た

、

あ

と

は

も

う

崩

壊

の

一

途

を

た

ど

る

と

い

う

の

で

は

困

り

ま

す

か

ら

ね

。

桓

松

そ

れ

は

確

か

で

す

ね

。

天

野

保

護

に

は

現

代

的

な

意

義

が

大

事

だ

と

思

っ

て

い

ま

す

。

田

辺

や

は

り

暮

ら

し

の

継

続

の

中

で

、

そ

れ

が

な

け

れ

ば

い

け

な

い

と

思

い

ま

す

。

保

護

と

活

用

と

言

い

ま

す

か

、

そ

れ

が

一

体

化

さ

れ

な

い

と

ね

。

櫻

井

大

変

核

心

に

迫

っ

て

き

た

と

思

い

ま

す

。

指

定

の

仕

方

で

す

ね

、

こ

れ

が

ど

う

も

ト

ピ

ッ

ク

主

義

と

い

う

か

、

そ

の

場

主

義

で

、

た

ま

た

ま

世

間

の

注

目

を

浴

び

る

よ

う

な

も

の

だ

け

を

ピ

ッ

ク

ア

ッ

プ

し

て

指

定

し

て

し

ま

う

。

表

で

目

立

つ

も

の

だ

け

を

つ

ま

み

と

っ

て

指

定

し

て

し

ま

う

と

、

そ

の

ベ

ー

ス

と

な

っ

て

日

常

生

活

の

中

に

定

着

し

て

い

る

衣

食

住

だ

と

か

、

地

域

の

付

き

合

い

の

在

り

方

と

か

、

こ

ん

な

の

は

意

味

は

な

い

ん

だ

と

い

う

ふ

う

に

認

識

さ

れ

て

、

基

層

文

化

の

ほ

う

が

ど

ん

ど

ん

無

視

さ

れ

て

い

く

傾

向

が

あ

る

r

そ

の

反

省

で

す

ね

。

つ

ま

み

食

い

じ

ゃ

な

く

て

、

そ

れ

を

支

え

て

い

る

全

体

を

絡

め

て

指

定

す

べ

き

で

は

な

い

か

。

例

え

ば

、

民

家

で

す

と

屋

根

型

だ

と

か

、

間

取

り

は

ど

う

だ

と

か

、

う

だ

っ

柱

は

ど

こ

に

立

っ

て

い

る

- 9 - --8 -• 
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映
像
資
料
の
汚
用

と
か
ね
、
こ
れ
は
大
変
古
く
て
典
型
的
な
も
の
だ
か

ら
指
定
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
建

物
の
形
体
だ
け
に
注
目
し
て
r

そ
の
中
に
展
開
さ
れ

て
い
る
生
活
全
般
の
機
能
で
す
ね
。
空
間
ご
と
に
い
．

ろ
い
ろ
機
能
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
生
活
空
間

の
な
か
の
暮
ら
し
の
内
容
が
、
・
全
部
捨
象
さ
れ
て
し

ま
う
。
こ
れ
は
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
マ
イ
ナ
ス
と

な
る
ん
で
す
ね
。

田
辺
そ
れ
は
あ
る
と
思
い
ま
す
ね
。

櫻
井
つ
ま
り
民
家
は
建
造
物
だ
か
ら
有
形
文
化
財

に
入
る
ん
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
例
え
ば
、
お
札
が

ど
こ
に
あ
っ
た
と
か
、
大
黒
や
恵
比
寿
が
ど
こ
に
祭

ら
れ
て
い
た
か
、
寝
問
の
神
様
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
、

と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
全
部
ネ
グ
レ
ク
ト
さ
れ
る
。

我
々
の
精
神
生
活
に
と
っ
て
は
大
靡
な
も
の
を
み
ん

な
捨
て
去
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
本
当
に
反
省
す
る

必
要
が
あ
る
。

田
辺
確
か
に
建
築
学
上
か
ら
す
れ
ば
、
非
常
に
重

要
な
指
定
で
し
ょ
う
が
、
民
俗
文
化
財
と
し
て
見
た

場
合
に
は
、
欠
け
て
い
る
部
分
、
除
外
し
た
部
分
が

ど
う
し
て
も
出
て
き
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
ろ
う
か
と

思
い
ま
す
。
今
後
、
こ
の
点
は
考
え
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

今
ま
で
の
背
景
を
見
ま
し
て
も

r

昭
和
二
十
九
年

以
降
の
初
期
の
指
定
は
、
一
点
豪
華
主
義
で
指
定
の

対
象
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
経
過
が
あ
り
ま
す
。
も

ち
ろ
ん
一
っ
し
か
残
っ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
非
常

に
貴
重
な
資
料
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
と
こ

ろ
の
周
辺
を
さ
ら
に
広
げ
て
い
く
。
そ
の
一
っ
を
中

心
と
し
て
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
有
形
、
無
形
の
民
俗

も
あ
る
や
に
思
い
ま
す
が
…
。

天
野
宮
本
常
一
氏
は
柳
田
先
生
の
言
う
言
目
で
見

え
る
も
の
》
《
耳
で
通
し
て
獲
得
す
る
も
の
》
そ
れ
か

ら
《
以
心
伝
心
の
世
界
》
の
三
つ
の
在
り
方
を
提
唱

し
て
い
る
。
文
化
財
保
襲
法
は
、
そ
れ
と
異
な
っ
た

視
点
で
、
有
形
と
無
形
に
分
け
て
い
る
か
ら
、
ち
ょ

っ
と
混
乱
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
こ

と
も
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
思
う
の
で
す
が
。

桓
松
そ
う
で
す
ね
。
や
は
り
―
つ
の
方
法
で
す
べ

て
を
完
全
に
カ
バ
ー
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
と

思
い
ま
す
の
で
、
い
ろ
い
ろ
な
方
法
を
複
合
的
に
使

う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
、

記
録
と
い
う
こ
と
で
、
映
画
と
か
ビ
デ
オ
の
活
用
も

お
願
い
し
た
い
で
す
ね
。

櫂
桧
映
像
化
す
る
場
合
に
重
要
な
の
は
、
一
体
こ

れ
が
真
実
か
と
い
う
こ
と
。
と
い
う
の
は
あ
る
程
度

選
択
し
て
映
像
化
し
ま
す
し
、
具
合
の
悪
い
と
こ
ろ

は
カ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う

C

天
野
昭
和
八
年
で
し
た
か
。
渋
沢
敬
三
先
生
が
新

潟
の
桑
取
谷
へ
入
ら
れ
、
ビ
デ
オ
で
す
か
、
大
変
貴

重
な
も
の
で
す
ね
。
昭
和
四
十
年
代
後
半
に
、
文
化

庁
で
『
日
本
の
稲
作
』
を
つ
く
っ
た
先
駆
け
が
あ
り

ま
す
が
、
文
化
庁
の
映
像
化
の
予
算
が
不
十
分
な
も

の
で
、
窮
余
の
策
で
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
と
協

力
し
て
、
昨
年
は
六
本
目
を
つ
く
り
ま
し
た
。
＋
六

ミ
リ
や
ビ
デ
オ
で
も
つ
く
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
文

章
だ
け
で
は
表
現
し
切
れ
な
い
映
像
の
優
位
さ
が
あ

文
化
財
を
収
集
し
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
必

要
で
、
こ
れ
か
ら
は
追
加
指
定
と
い
う
こ
と
を
、
さ

ら
に
見
直
し
、
実
現
す
る
な
ら
ば
、
よ
り
よ
い
状
態

で
保
管
し
て
い
け
る
と
思
う
の
で
す
が
。

天
野
大
変
貴
重
な
ご
意
見
を
賜
り
ま
し
た
。

民
家
を
有
形
民
俗
文
化
財
と
し
て
指
定
す
る
と
き

に
は
、
建
造
物
課
の
所
掌
と
な
る
有
形
文
化
財
の
指

定
と
ど
う
か
か
わ
る
の
か
。
民
俗
文
化
財
の
指
定
は
、

生
活
の
変
遷
、
推
移
と
基
盤
的
な
生
活
を
知
る
た
め

に
不
可
欠
な
も
の
と
い
う
視
点
で
、
指
定
に
当
た
っ

て
は
、
他
の
分
野
の
も
の
と
調
整
し
な
が
ら
や
っ
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

櫻
井
隣
接
領
域
と
言
っ
た
ら
い
い
ん
で
す
か
、
そ

れ
は
大
変
大
事
だ
と
思
う
ん
で
す
。
今
の
問
題
は
、

民
俗
文
化
財
と
他
の
文
化
財
と
の
区
切
り
の
問
題
で

す
が
、
民
俗
文
化
財
内
の
領
域
で
も
、
や
は
り
同
じ

問
題
が
出
て
く
る
。
ま
ず
有
形
民
俗
文
化
財
と
無
形

民
俗
文
化
財
と
の
接
点
を
考
え
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
。

ま
だ
不
整
合
な
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す
ね
。

例
え
ば
、
民
俗
芸
能
で
も
芸
態
だ
け
で
は
な
く
、

そ
れ
を
支
え
る
担
い
手
の
資
格
に
つ
い
て
、
稿
れ
て

い
て
は
い
け
な
い
と
い
う
の
で
、
み
そ
ぎ
を
取
っ
て

参
列
す
る
。
あ
る
い
は
神
事
と
の
関
わ
り
を
詳
し
く

検
討
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
モ
チ
ー
フ
や
エ
レ
メ
ン
ト

が
何
を
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
し
て
い
る
か
。
同
時
に
舞
台

の
構
造
、
装
束
、
楽
器
な
ど
に
注
目
す
る
。
そ
う
い

う
も
の
が
総
合
化
し
体
系
化
し
て
、
歌
な
り
踊
り
な

り
が
成
り
立
っ
て
い
る
。
現
象
面
だ
け
を
見
て
r

そ

の
奥
を
見
の
が
す
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
マ
タ
ギ
の

狩
猟
習
俗
な
ど
の
指
定
で
も
、
マ
タ
ギ
技
能
集
団
に

り
ま
す
の
で
ね
。
文
化
庁
で
持
っ
て
い
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
申
し
込
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
、

ま
さ
に
保
存
と
活
用
で
す
か
ら
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

楢
松
無
料
で
す
か
。

天
野
無
料
で
す
。

櫻
井
そ
れ
が
わ
か
っ
た
ら
申
込
み
が
殺
到
し
ま
す

よ
。
そ
れ
に
し
て
も
数
が
少
な
い
ね
C

関
係
方
面
の

理
解
を
え
て
予
算
を
つ
け
て
も
ら
う
こ
と
で
す
。
映

像
化
に
あ
た
っ
て
特
定
の
意
図
を
入
れ
る
と
、
客
観

化
が
な
か
な
か
難
し
く
な
っ
て
く
る
。
文
化
庁
で
つ

く
る
の
と

N
H
K
が
つ
く
る
と
で
は
違
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
す
ね
。
あ
く
ま
で
も
当
骸
学
問
の
成
果

を
基
準
と
す
る
こ
と
。
実
相
を
主
観
的
な
意
図
を
差

し
は
さ
む
こ
と
な
く
作
り
上
げ
る
こ
と
が
必
要
だ
と

思
い
ま
す
。
そ
れ
が
で
き
る
の
は
文
化
庁
し
か
な
い
。

だ
か
ら
文
化
庁
に
付
設
し
て
国
立
映
像
資
料
館
を
つ

く
る
必
要
が
あ
る
ん
だ
な
あ
：
．
o

楢
松
そ
う
で
す
ね
、
本
当
に
。

櫻
井
今
や
日
本
は
そ
れ
こ
そ
富
め
る
同
に
な
っ
た

ん
だ
か
ら
、
そ
れ
く
ら
い
や
っ
て
い
い
ん
で
す
よ
。

前
に
戻
り
ま
す
が
、
柳
田
國
男
先
生
は
、
民
俗
学

の
三
領
域
論
を
展
開
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

文
化
庁
が
二
領
域
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
疑
義

が
、
宮
本
氏
か
ら
出
さ
れ
た
と
い
う
。
私
は
、
柳
田

先
生
が
三
つ
に
分
け
た
の
は
、
《
視
覚
に
訴
え
て
キ
ャ

ッ
チ
で
き
る
も
の
》
《
聴
覚
に
よ
っ
て
キ
ャ
ッ
チ
で
き

る
も
の
》
そ
れ
か
ら
《
心
意
、
人
間
の
心
で
キ
ャ
ッ

チ
で
き
る
も
の
》
で
す
ね
。
第
一
は
形
に
現
れ
た
有

形
文
化
、
第
二
は
言
語
表
出
、
三
番
目
は
心
意
伝
承

で
、
多
く
の
精
神
文
化
の
領
域
と
か
ら
む
の
で
す
。

は
、
複
雑
な
役
割
分
担
と
組
織
と
が
あ
る
わ
け
で
す

よ
ね
。
村
に
お
け
る
生
活
体
系
が
、
山
へ
入
る
と
一

八
0
度
転
回
し
て
く
る
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
里
言
葉

を
使
わ
な
い
で
山
言
葉
を
使
う
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ

を
総
合
し
て
見
な
い
と
ね
。

さ
ら
に
、
こ
ん
ど
は
、
無
形
民
俗
文
化
財
そ
の
も

の
に
お
い
て
も
や
は
り
不
整
合
が
あ
る
。
風
俗
習
慣

の
領
域
と
民
俗
芸
能
の
領
域
の
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
で
す
。

風
俗
習
慣
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
民
俗
学
あ
る
い
は

人
類
学
的
な
観
点
か
ら
見
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
と
こ

ろ
が
民
俗
芸
能
は
美
学
、
芸
術
的
視
点
が
強
い
で
す

よ
ね
。
こ
れ
が
や
っ
ぱ
り
違
う
ん
で
す
ね
。
分
化
し

て
見
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
総
合
さ
せ
て
、
指
定
す
る

必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

田
辺
今
ま
で
の
民
俗
文
化
財
の
指
定
で
は
、
有
形

の
も
の
、
特
に
民
具
な
ど
の
場
合
に
は
、
セ
ッ
ト
で

見
て
い
く
こ
と
は
全
国
的
に
定
着
し
て
き
て
い
る
と

思
う
ん
で
す
が
、
有
形
と
無
形
の
民
俗
文
化
財
と
が

さ
ら
に
一
体
と
な
っ
て
、
伝
承
を
含
め
て
セ
ッ
ト
で

見
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

櫻
井
例
え
ば
早
川
幸
太
郎
さ
ん
の
『
花
祭
』
の
よ

う
に
、
厖
大
で
し
か
も
非
常
に
緻
密
な
基
礎
的
研
究

を
ベ
ー
ス
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
あ
あ
い
う
指
定
の

仕
方
が
い
い
ん
で
す
ね
。

天
野
文
化
財
保
護
法
で
は
、
形
の
あ
る
も
の
は
有

形
民
俗
文
化
財
、
そ
れ
か
ら
動
作
と
か
技
術
と
か
精

神
面
に
つ
い
て
は
無
形
民
俗
文
化
財
と
い
う
よ
う
に
、

二
つ
に
分
け
て
い
る
ん
で
す
ね
。
こ
れ
が
民
俗
文
化

財
に
関
す
る
現
行
制
度
で
す
が
、
今
日
の
お
話
を
伺

い
ま
す
と
r

若
干
考
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点

l
i
,
9
河
ー
1
,
9ヽ
9
,
;
,
`
'
,
1
:
'
9
.
,
1
’

柳
田
先
生
は
三
つ
に
分
け
た
け
れ
ど
、
三
つ
が
並
列

的
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
は
考
え
て
お
ら

れ
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
一
＿
一
分
野
説
じ
ゃ
な
く
て
、

む
し
ろ
三
角
形
あ
る
い
は
三
角
錐
構
造
と
言
っ
た
ら

い
い
の
か
。
そ
う
い
う
分
野
が
あ
る
ん
だ
け
れ
ど
、

か
な
め

そ
の
一
番
の
要
に
な
る
の
は
心
意
現
象
だ
と
言
っ
て

る
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
文
化
庁
で
二
つ
に
分
け
た
と

い
っ
て
も
、
不
整
合
に
注
意
す
れ
ば
さ
ほ
ど
マ
イ
ナ

ス
だ
と
は
思
わ
な
い
。
で
す
け
れ
ど
も
、
た
だ
言
語

伝
承
の
領
域
が
欠
落
し
て
い
る
の
は
考
え
て
も
ら
い

た
い
で
す
ね
。

天
野
一
番
と
ら
え
や
す
い
こ
と
は
確
か
と
思
い
ま

す
ね
。最

後
に
民
俗
文
化
財
の
保
護
を
よ
り
推
進
す
る
た

め
の
ご
提
言
を
ち
ょ
う
だ
い
で
き
れ
ば
。

櫻
井
先
ほ
ど
も
触
れ
ま
し
た
が
、
文
化
庁
の
力
添

え
で
、
是
非
と
も
国
家
的
な
規
模
の
映
像
資
料
館
の

よ
う
な
も
の
を
つ
く
っ
て
欲
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

田
辺
歴
史
民
俗
資
料
館
な
ど
を
拠
点
と
し
て
裾
野

を
広
げ
て
い
く
こ
と
が
、
今
日
求
め
ら
れ
て
い
る
ん

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
有
形
と
無
形
の

一
体
化
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
が
。

楢
訟
保
護
、
保
存
と
い
う
内
容
の
検
討
が
や
は
り

常
に
必
要
な
こ
と
と
感
じ
ま
す
。
そ
れ
と
民
俗
文
化

は
多
而
に
展
開
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
を
ト

ー
タ
ル
に
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

天
野
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
先
生
方
に
は
、

さ
ら
に
ご
理
解
を
賜
り
、
折
々
に
民
俗
文
化
財
の
保

護
の
重
要
性
に
つ
い
て
訴
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
大
変

あ
り
が
た
い
と
存
じ
ま
す
。
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圏

圏

圏

國

春
の
朝
、
寒
さ
も
う
す
ら
ぎ
、
黒
土
の
中

か
ら
ポ
ッ
ン
と
出
て
い
る
の
に
気
づ
い
た

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
の
小
さ
な
緑
の
芽
が
、
暖
か

さ
に
あ
わ
せ
て
日
一
日
と
大
き
く
な
っ
て
き

ま
し
た
。

今
月
号
で
は
民
俗
芸
能
を
特
集
し
ま
し
た
。
一

最
近
で
は
、
各
地
で
民
俗
芸
能
の
行
事
や
イ
ー

＿
閂
]
i
t
詞

□口-

t

-

か
え
っ
て
新
鮮
で
若
い
世
代
の
積
極
的
な

加
も
得
て
私
た
ち
の
前
に
よ
み
が
え
っ
て
一

た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
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「
文
化
庁
月
報
」
三
月
号

（
通
巻
第
二
五
八
号
）

平
成
2
年
3

月
2
5
日
印
刷
•
発
行

編

集

文

化

庁

-TIoo
束
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
3
丁
目

2
番
2
号

発
行
所
株
式
会
社
き
よ
う
せ
い

本
社
〒
阻
東
京
都
中
央
区
銀
座
7
丁
目

4
番
12
号

営業所一
T162束
京
都
新
宿
区
西
五
軒
町
4
1
2

電
話
(

O

三
）
二
六
八
ー
ニ
ー
四
一
（
代
表
｝

振
替
口
座
束
京
九
ー
一
六
一
番

印
刷
所
跨
行
政
学
会
印
刷
所

國
定
期
購
読
の
お
す
す
め

本
誌
の
ご
賭
読
の
お
申
し
込
み
は
、
直
接
弊
社
の

本
・
支
社
、
あ
る
い
は
最
寄
り
の
書
店
へ
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

定
価

l

九
0
円
（
本
体

l

八
四
円
）
（
送
料
四
六
円
）

年
間
購
読
料
二
、
二
八
0
円
（
税
込
・
送
料
共
）

広告の問合せ。申込み先

株式会社ぎょうせい営業第一課・宣伝係

合 (03)269-4145（ダイヤルイン）
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