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L--— 関
ス
ル
法
律
（
昭
和
八
＼
二
五
年
）
」
な
ど
有
形
の
文
化
財
を
保
護
す
る
法

律
は
あ
っ
た
が
、
無
形
の
文
化
財
の
保
護
に
関
す
る
規
定
は
、
文
化
財
保

護
法
に
お
い
て
初
め
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
後
、
幾
度
か
の

改
正
を
経
て
、

①
演
劇
、
音
楽
工
芸
技
術
‘
て
の
他
の
無
形
の
文
化
的
所
産
で
我
が
国

に
と
っ
て
歴
史
上
・
芸
術
上
特
に
価
値
の
高
い
も
の
を
指
定
し
、
保

持
者
・
保
持
団
体
を
認
定
す
る
重
要
無
形
文
化
財
の
指
定
。
認
定
制

度
（
昭
和
二
九
年
法
改
正
に
よ
り
創
設
）

覆
食
住
、
生
業
、
信
仰
年
中
行
事
等
に
関
す
る
風
履
習
、
民
俗

芸
能
で
我
が
国
民
の
生
活
の
推
移
の
哩
解
の
た
め
欠
く
こ
と
の
で
き

な
い
も
の
を
指
定
す
る
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
の
指
定
制
度
（
昭
和

五
0
年
法
改
正
に
よ
り
創
設
）

③
文
化
財
の
保
存
の
た
め
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
伝
統
的
な
技
術
又

は
技
能
で
保
存
の
措
置
を
請
ず
る
必
要
が
あ
る
も
の
を
選
定
し
、
保

持
者
。
保
存
団
体
を
認
定
す
る
選
定
保
存
技
術
の
選
定
・
認
定
制
度

（
昭
和
五

0
年
法
改
正
に
よ
り
創
設
）

な
ど
が
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
法
律
の
整
怖
だ
け
で
な
く
、
重
要
無
形
文
化
財
保
持
者
・
保
持

団
体
や
選
定
保
存
技
術
保
持
者
・
保
存
団
体
の
行
う
後
継
者
養
成
事
業
に

対
す
る
支
援
や
、
地
方
公
共
団
体
や
保
存
会
が
行
う
無
形
民
俗
文
化
財
の

伝
承
教
室
や
現
地
公
開
に
対
す
る
支
援
な
ど
も
行
っ
て
い
る
。

缶
統
文
化
を
後
世
に
守
り
伝
え
て
い
く
だ
め
に

去
る
一

0
月
―
二
日
、
文
化
庁
と
愛
知
県
教
育
委
員
会
、
犬
山
市
教
育

委
員
会
な
ど
が
主
催
す
る
国
際
民
俗
芸
能
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
開
会
式
に

出
席
す
る
た
め
愛
知
県
犬
山
市
を
訪
れ
た
。
国
際
民
俗
芸
能
フ
ェ
ス
テ
ィ

員
.'’ 
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国
に
お
い
て
は
、
文
化
財
を
体
系
的
に
保
護
す
る
た
め
、
昭
和
二
五
年

に
文
化
財
保
護
法
を
制
定
し
た
。
そ
れ
ま
で
も
、
「
古
社
寺
保
存
法
（
明
治

三
0
年
ー
昭
和
四
年
）
〔
ち
な
み
に
今
年
は
同
法
が
制
定
さ
れ
て
一

0
0年

に
当
た
る
〕
」
、
「
史
蹟
名
勝
天
然
記
念
物
保
存
法
（
大
正
八
年
＼

r

昭
和
二
五

年
）
」
、
「
国
宝
保
存
法
（
昭
和
四
ー
ニ
五
年
）
」
、
「
重
要
美
術
品
等
ノ
保
存
ニ

璽特集顧伝統文化の孤縫肴養島の絨逗j

《巻頭言》

伝 化のt
蓑成の推進

文化庁文化財保護部長

若松澄夫

日
本
に
は
、
能
や
歌
舞
伎
な
ど
の
伝
統
芸
能
、
陶
芸
や
染
織
な
ど
の
エ

芸
技
術
、
年
中
行
事
な
ど
の
風
俗
慣
習
、
民
俗
芸
能
、
文
化
財
の
修
理
技

術
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
無
形
の
伝
統
文
化
が
あ
る
。

人
か
ら
人
へ
と
今
日
ま
で
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
こ
れ
ら
の
伝
統

文
化
を
後
世
に
守
り
伝
え
て
い
く
こ
と
は
、
今
を
生
き
る
我
々
の
使
命
で

あ
る
。近

年
、
生
活
水
準
の
向
上
と
余
暇
時
間
の
拡
大
等
に
よ
り
、
国
民
の
間

で
は
文
化
に
対
す
る
志
向
が
強
ま
っ
て
お
り
、
伝
統
文
化
に
対
し
て
こ
れ

ま
で
以
上
に
目
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
国
際
交
流
の
機
会
が
ま
す

ま
す
増
し
て
い
く
中
、
我
が
国
の
「
顔
」
と
し
て
の
伝
統
文
化
を
振
興
し
、
・

発
屋
さ
せ
て
い
く
こ
と
へ
の
国
内
外
か
ら
の
要
請
も
高
ま
っ
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
、
後
継
者
不
足
や
高
齢
化
の
問
題
、
さ
ら
に
採
算
性
の
閤

題
な
ど
、
伝
統
文
化
を
取
り
巻
く
環
境
は
現
在
の
社
会
に
お
い
て
は
太
変

厳
し
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

文
化
庁
と
し
て
は
、
我
が
国
の
貴
霊
な
共
通
財
産
で
あ
る
伝
統
文
化
を

保
存
。
継
承
し
て
い
く
た
め
、
あ
ら
ゆ
る
施
策
を
謂
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

、4
0

ル
は
、
ア
ジ
ア
の
民
俗
芸
能
団
体
を
日
本
に
招
へ
い
し
、
日
本
の
民
俗

芸
能
と
一
緒
に
公
関
す
る
も
の
で
、
平
成
八
年
度
か
ら
実
施
し
て
い
る
も

の
で
あ
る
。

同
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
に
は
、
韓
回
の
結
城
農
詞
（
キ
ョ
ル
ソ
ン
ノ
ン
ヨ
）

保
存
会
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ミ
ン
ダ
ナ
オ
島
の
ク
ラ
タ
・
バ
ゴ
ボ
芸
能
団
の

二
つ
の
団
体
が
出
演
し
、
日
本
の
民
俗
芸
能
一
四
団
体
と
二
日
間
に
わ
た

っ
て
公
演
を
行
っ
た
。
当
日
は
、
犬
山
市
の
祭
り
と
日
が
重
な
っ
た
が
、

多
く
の
人
々
が
入
場
さ
れ
、
会
場
は
大
変
な
熱
気
で
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
た
。

特
に
印
象
に
残
っ
た
の
は
、
出
演
を
控
え
て
い
る
団
体
の
年
配
の
男
性
が
、

ま
わ
り
の
青
年
達
に
熱
心
に
指
導
し
、
そ
れ
を
見
習
い
若
者
た
ち
が
一
生

懸
命
目
を
輝
か
せ
な
蛉
ら
、
そ
れ
で
い
て
楽
し
そ
う
に
練
習
を
し
て
い

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
に
伝
統
文
化
の
揚
々
た
る
末
来
を
見
た
想
い
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
人
た
ち
が
い
る
限
り
、
伝
統
文
化
は
継
承
さ
れ
て

い
く
の
で
あ
ろ
う
し
、
私
た
ち
も
努
力
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

改
め
て
実
感
し
た
の
で
あ
る
。

大
切
な
伝
統
文
化
を
未
来
へ
と
守
り
伝
え
て
い
く
た
め
に
は
、
特
に
次

代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
に
伝
統
文
化
に
触
れ
る
機
会
を
増
や
し
て
も
ら
う

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
文
化
庁
に
お
い
て
は
、
平
成
一

0
年
度
概
算
要
求
に
お
い
て
、

子
ど
も
た
ち
が
ふ
る
さ
と
の
靡
史
や
文
化
に
誇
り
を
持
ち
な
が
ら
心
豊
か

に
成
長
し
て
い
く
た
め
に
、
地
域
の
民
俗
芸
能
や
伝
統
工
芸
な
ど
に
関
す

る
子
ど
も
た
ち
の
参
加
体
験
や
学
習
機
会
の
提
供
な
ど
、
地
域
に
お
け
る

次
の
世
代
へ
の
文
化
継
承
活
動
の
推
進
を
支
援
す
る
「
ふ
る
さ
と
文
化
継

承
活
動
支
援
事
業
」
や
子
ど
も
た
ち
が
親
や
地
域
住
民
と
と
も
に
、
地
域

の
歴
史
・
文
化
に
つ
い
て
学
び
、
あ
る
い
は
触
れ
合
う
こ
と
の
で
き
る
場

と
し
て
史
跡
等
を
複
合
的
、
総
合
的
に
活
用
す
る
モ
デ
ル
事
業
と
し
て
「
ふ

れ
あ
い
歴
史
の
さ
と
事
業
」
を
要
求
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

年
保
護
の
施
策

特
集
⑰
伝
統
よ
化
の
紘
縫
肴
養
威
の
椛
追

5 文化庁月報 1997.11 文化庁月報 1997.11 4 
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芸
能
の
後
者
成
の
状
と
屎
望

I

1

国
立
閻
場
の
後
継
者
養
成
事
業
を
中
心
に

現
代
の
よ
う
に
成
熟
期
を
迎
え
よ
う
と
す
る
社
会

に
と
っ
て
、
伝
承
が
ひ
と
き
わ
大
き
く
輝
き
を
増
す

よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
現
代
の
社
会
思
潮
が
あ

ず
か
っ
て
大
き
い
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

わ
が
国
の
伝
統
芸
能
で
み
れ
ば
、
雅
楽
の
一

0
0

0
年
を
越
え
る
歴
史
、
さ
ら
に
能
楽
の
約
六

0
0年、

歌
舞
伎
、
文
楽
の
約
四

0
0年
、
ま
た
そ
れ
ら
に
匹

敵
す
る
邦
楽
と
邦
舞
の
歴
史
を
支
え
て
き
た
の
は
伝

承
そ
の
も
の
で
す
が
、
戦
乱
お
よ
び
社
会
の
激
動
変

革
期
に
お
け
る
関
係
者
の
伝
承
の
実
行
に
際
す
る
労

苦
、
平
和
な
時
代
の
文
化
の
最
盛
期
に
お
け
る
ゆ
と

り
の
あ
る
伝
承
の
授
受
と
で
も
い
う
よ
う
に
、
伝
承

そ
れ
自
体
が
大
き
な
振
幅
を
持
ち
な
が
ら
現
代
に
ま

で
到
達
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

そ
し
て
戦
後
と
い
う
社
会
の
変
革
期
を
経
て
、
こ

昭
和
四
一
年
―
一
月
国
立
劇
場
が
開
場
す
る
と
同

時
に
、
伝
承
者
の
養
成
を
担
当
す
る
養
成
課
は
組
織

と
し
て
は
発
足
し
ま
し
た
。
し
か
し
実
際
に
養
成
事

業
が
開
始
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
四
五
年
六
月
即
伝
統

歌
舞
伎
保
存
会
の
協
力
の
も
と
に
始
め
ら
れ
た
歌
舞

伎
俳
優
研
修
か
ら
で
し
た
。
ほ
ぽ
四
年
間
の
準
備
期

間
を
経
る
な
か
で
、
研
修
生
募
集
に
際
す
る
適
正
人

数
、
養
成
期
間
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
等
審
議
す
る
会
合

が
重
ね
ら
れ
ま
し
た
。

歌
舞
伎
俳
優
の
職
域
に
限
ら
ず
、
総
合
芸
術
で
あ

る
歌
舞
伎
の
舞
台
を
客
席
か
ら
み
て
い
て
、
ど
の
セ

ク
シ
ョ
ン
を
取
り
上
げ
て
も
一
体
ど
こ
か
ら
手
を
つ

け
た
ら
伝
承
事
業
が
成
り
立
つ
の
か
誰
し
も
途
方
に

く
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
従
来
は
習
う
よ
り
慣
れ
ろ
で

こ
の
道
を
志
す
若
者
は
各
現
場
の
下
働
き
を
し
な
が

ら
、
肌
で
仕
事
の
仕
方
を
吸
収
し
身
に
つ
け
て
ゆ
き

ま
し
た
。
年
齢
も
テ
ィ
ー
ン
エ
イ
ジ
ャ
ー
か
さ
ら
に

幼
い
子
ど
も
た
ち
で
し
た
。
今
の
よ
う
に
二

0
歳
過

ぎ
の
人
達
ま
で
含
め
て
後
継
者
の
養
成
教
育
を
す
る

こ
と
は
、
と
て
も
常
識
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
と

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
基
本
的
に
は
、
伝
統
芸

能
の
伝
承
は
マ
ン
ツ
ー
マ
ン
方
式
で
あ
り
、
歌
舞
伎

の
演
技
の
習
得
は
実
践
の
舞
台
以
外
に
は
な
く
、
と

て
も
学
校
の
教
室
で
教
え
る
よ
う
な
も
の
で
な
い
と

さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
根
強
い
旧
弊
な
意
見
が

ぷ

[

薮
舞
伎
俳
優
研
修

れ
か
ら
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
成
熟
し
た
社
会
で
の

伝
承
は
、
現
在
一
般
的
に
伝
統
芸
能
が
お
か
れ
て
い

る
困
難
な
状
況
そ
の
ま
ま
に
、
変
革
期
の
伝
承
の
労

苦
を
ひ
き
ず
り
な
が
ら
社
会
の
み
平
和
な
時
代
と
し

て
成
熟
し
て
ゆ
く
と
い
う
よ
う
な
、
お
よ
そ
伝
統
芸

能
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
経
験
し
た
こ
と
が
な

い
困
難
な
状
況
を
迎
え
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

し
か
し
、
時
代
の
進
化
に
と
も
な
う
世
界
的
な
視

野
に
お
い
て
、
こ
の
伝
統
の
伝
承
と
い
う
こ
と
が
新

し
い
価
値
を
も
ち
つ
つ
あ
り
、
わ
が
国
の
二

O
O
O
)

年
の
歴
史
と
と
も
に
世
界
に
向
か
っ
て
発
信
す
る
大

き
な
視
座
を
占
め
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
な

よ
う
で
す
。

わ
が
国
の
伝
統
芸
能
の
後
継
者
養
成
は
、
基
本
的

に
は
、
師
匠
と
弟
子
と
い
う
個
人
的
な
関
係
を
重
視

し
て
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
江
戸
時
代
に
確
立

し
た
と
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
家
元
制
度
は
、
確
実
な
芸

あ
る
な
か
で
、
現
在
の
よ
う
な
か
た
ち
で
ス
タ
ー
ト

さ
せ
る
の
に
は
、
担
当
者
の
大
変
な
努
力
に
委
ね
ら

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

歌
舞
伎
俳
優
研
修
は
養
成
事
業
の
試
金
石
で
も
あ

り
ま
し
た
。
研
修
開
始
九
カ
月
後
の
初
め
て
の
試
演

発
表
会
か
ら
、
二
年
間
の
研
修
を
修
了
す
る
卒
業
発

表
会
ま
で
の
四
回
の
舞
台
の
実
り
あ
る
成
果
を
た
ど

り
な
が
ら
、
賛
同
者
を
増
や
し
つ
つ
評
価
さ
れ
る
実

績
が
年
々
積
み
重
ね
ら
れ
て
ゆ
く
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
ま
さ
に
現
在
あ
る
の
は
ご
指
導
に
当
た
ら
れ
た

先
生
方
の
努
力
の
結
晶
で
す
。

歌
舞
伎
俳
優
研
修
に
次
い
で
、
昭
和
四
七
年
五
月

闘
文
楽
協
会
協
力
の
も
と
で
始
め
ら
れ
た
の
が
文
楽

研
修
で
す
。
歌
舞
伎
俳
優
研
修
の
一
期
生
の
例
が
あ

る
と
は
い
え
、
芸
質
の
違
う
文
楽
の
研
修
開
始
は
そ

れ
な
り
の
不
安
と
困
難
は
伴
い
ま
し
た
が
、
講
師
の

先
生
方
、
担
当
者
と
関
係
者
の
努
力
に
よ
り
無
事
発

足
し
ま
し
た
。

伝
統
芸
能
の
後
継
者
の
不
足
傾
向
は
、
既
に
昭
和

三

0
年
代
後
半
に
は
そ
の
兆
し
を
み
せ
、
そ
の
後
日

本
経
済
の
高
度
成
長
期
に
向
か
っ
て
顕
著
な
現
象
と

な
り
ま
し
た
。
人
々
が
物
質
的
な
豊
か
さ
を
求
め
る

あ
ま
り
の
反
動
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

民
俗
芸
能
と
し
て
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に

指
定
さ
れ
て
い
る
各
地
の
芸
能
の
後
継
者
難
が
い
わ

の
伝
承
と
い
う
意
味
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、
特
に
戦
後
、
多
様

な
芸
能
文
化
が
享
受
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
芸

能
の
後
継
者
で
あ
る
若
者
は
、
自
身
の
目
前
に
非
常

に
多
く
の
多
彩
な
選
択
肢
を
用
意
さ
れ
る
時
代
と
な

り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
伝
統
芸
能
の
魅
力
に
気
づ
い

た
若
者
が
、
そ
の
後
継
者
に
な
る
道
も
、
従
来
の
手

法
に
加
え
て
、
さ
ら
に
多
様
に
用
意
さ
れ
る
時
代
と

な
っ
た
と
申
す
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

日
本
芸
術
文
化
振
興
会
二
国
立
劇
場
が
実
施
し
て

い
る
伝
統
芸
能
伝
承
者
養
成
事
業
は
、
こ
の
よ
う
な

事
態
を
踏
ま
え
、
関
係
各
団
体
等
の
協
力
を
得
て
実

施
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
養
成
事
業
の
現
場
か
ら
の

報
告
を
も
と
に
国
立
劇
場
の
養
成
事
業
を
紹
介
し
、

伝
統
芸
能
の
後
継
者
養
成
の
現
状
と
展
望
を
ま
と
め

て
み
ま
す
。

れ
始
め
た
の
も
同
じ
時
期
で
、
兵
庫
県
の
淡
路
島
南

淡
町
の
人
形
浄
瑠
璃
館
の
淡
路
人
形
座
で
は
、
昭
和

六

0
年
か
ら
人
形
浄
瑠
璃
の
後
継
者
を
め
ざ
す
若
者

達
を
町
役
場
の
職
員
と
す
る
苦
肉
の
策
を
と
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

バ
ブ
ル
が
は
じ
け
世
の
中
が
落
ち
着
き
を
取
り
戻

し
つ
つ
あ
る
今
r

全
国
各
地
の
民
俗
芸
能
の
上
演
活

動
が
活
発
さ
を
増
し
、
途
絶
え
て
い
た
地
芝
居
の
復

活
が
報
じ
ら
れ
た
り
す
る
の
は
喜
ば
し
い
こ
と
で
す
。

し
か
し
そ
の
時
の
勢
い
が
国
立
劇
場
の
養
成
事
業
の

下
支
え
を
し
て
く
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
ま
だ
先

の
こ
と
の
よ
う
で
す
。

と
り
あ
え
ず
師
匠
方
と
関
係
者
の
努
力
に
よ
り
、

文
楽
の
養
成
も
軌
道
に
の
り
四
半
世
紀
の
歳
月
の
流

れ
と
と
も
に
現
在
第
一
七
期
生
が
研
修
中
で
あ
り
、

技
芸
員
総
数
八
八
名
中
研
修
出
身
者
が
三
六
名
を
占

め
、
そ
の
割
合
は
四

O・
九
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
っ
て

い
ま
す
。

言

『三
そ
の
他
の
研
修

ぎ

四

i

立歌
舞
伎
音
楽
竹
本
の
研
修
は
松
竹
闊
、
四
伝
統
歌

舞
伎
保
存
会
、
曲
義
太
夫
協
会
の
協
力
の
も
と
に
昭

和
五

0
年
九
月
に
開
始
。
現
在
一
五
期
。

寄
席
囃
子
研
修
は
昭
和
五
五
年
一
月
、
閻
落
語
協

会
、
閻
落
語
芸
術
協
会
の
協
力
の
も
と
に
開
始
。
第

九
期
養
成
に
よ
り
充
足
し
平
成
七
年
よ
り
休
止
中
。

歌
舞
伎
音
楽
嗚
物
研
修
は
昭
和
五
六
年
―
二
月
、

《論文》

日
本
芸
術
文
化
振
興
会
理
事

平
島
高
文

伝

登

特
集
◎
伝
統
文
化
の
紘
縫
肴
養
威
の
複
追
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日
本
文
化
の
な
か
で
歴
史
ま
た
は
伝
統
と
い
う
分

野
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
認
識
を
も
つ
こ
と
が
、

，

ま
と
め

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
公
涙
に
は
歌
舞
伎
俳
優
研

修
修
了
者
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
歌
舞
伎
音
楽
竹
本
、

鳴
物
の
研
修
修
了
者
も
参
加
し
活
躍
し
て
い
ま
す
。

歌
舞
伎
の
舞
台
で
は
「
立
廻
り
」
も
観
客
に
と
っ

て
大
き
な
楽
し
み
で
す
。
捕
手
、
四
天
、
奴
等
の
役

を
受
け
持
ち
、
磯
敏
に
み
ず
み
ず
し
い
集
団
演
技
を

披
露
し
て
い
る
俳
優
の
大
半
は
研
修
修
了
者
の
若
者

し
ん
う
す
ゆ
さ
も
＂
が
た
り
．

達
で
す
。
六
月
歌
舞
伎
座
「
新
薄
雪
物
語
」
序
幕
新

清
水
花
見
の
場
で
、
奴
妻
平
に
扮
し
た
尾
上
菊
五
郎

丈
に
か
ら
ん
だ
奴
の
立
廻
り
は
記
憶
に
新
し
い
と
こ

ろ
で
す
。
今
や
日
本
の
伝
統
芸
能
歌
舞
伎
は
、
国
立

劇
場
の
研
修
修
了
者
抜
き
で
は
考
え
ら
れ
な
く
な
り

ま
し
た
。
こ
の
実
績
は
年
を
追
う
と
と
も
に
大
き
く

な
り
、
他
の
芸
能
種
目
に
も
及
ん
で
い
き
ま
す
。
も

ろ
手
を
挙
げ
て
喜
ん
で
い
ら
れ
る
状
況
と
は
思
い
ま

せ
ん
が
、
養
成
事
業
の
重
要
さ
が
ま
す
ま
す
大
き
く

な
る
趨
勢
に
あ
る
こ
と
は
否
め
ま
せ
ん
。

大
阪
道
頓
堀
松
竹
座
開
場
を
機
会
に
f
上
方
歌
舞

伎
復
興
の
た
め
上
方
歌
舞
伎
俳
優
の
養
成
を
目
的
と

し
て
、
松
竹
闊
に
よ
り
関
塾
さ
れ
た
上
方
歌
舞
伎
塾

は
、
伝
統
芸
能
存
続
を
困
難
な
ら
し
め
て
い
る
今
の

時
代
に
大
き
な
意
義
を
も
つ
と
と
も
に
成
果
が
期
待

さ
れ
て
い
ま
す
。
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松
竹
飼
、
即
伝
統
歌
舞
伎
保
存
会
、
歌
舞
伎
囃
子
協

会
の
協
力
の
も
と
に
開
始
。
現
在
一

0
期。

能
楽
（
三
役
）
研
修
は
昭
和
五
九
年
七
月
、
即
日

本
能
楽
会
、
閻
能
楽
協
会
の
協
力
の
も
と
に
開
始
c

現
在
五
期
。

だ

い

か

ぐ

ら

太
神
楽
研
修
は
平
成
七
年
九
月
、
日
本
演
芸
家
連

合
、
太
神
楽
曲
芸
協
会
、
勧
落
語
協
会
、
飼
落
語
芸

術
協
会
の
協
力
の
も
と
に
開
始
。
現
在
一
期
。

右
が
開
始
さ
れ
た
年
代
順
の
養
成
事
業
で
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
芸
能
の
実
演
家
に
と
っ
て
、
自
分
達

が
携
わ
っ
て
い
る
芸
能
を
次
代
に
引
き
継
ぐ
の
は
避

け
ら
れ
な
い
義
務
な
の
で
す
が
、
前
に
も
述
べ
た
よ

う
に
そ
の
志
望
者
の
減
少
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
く
、

特
別
な
事
情
が
な
い
限
り
人
材
の
確
保
は
困
難
の
極

み
で
す
。
国
立
劇
場
の
養
成
事
業
は
、
そ
の
緊
急
度

の
高
い
も
の
か
ら
着
手
さ
れ
て
い
ま
す
。
近
い
将
来

長
唄
、
常
磐
津
、
清
元
、
浪
曲
の
曲
師
な
ど
の
養
成

に
つ
い
て
も
要
望
が
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
予

想
さ
れ
て
い
ま
す
。

平
成
七
年
九
月
、
最
近
に
開
始
さ
れ
た
太
神
楽
を

例
に
と
る
と
、
太
神
楽
の
実
演
家
の
総
数
が
二

0
名

ば
か
り
に
な
り
、
平
均
年
齢
も
五

0
歳
代
の
半
ば
を

越
す
よ
う
な
状
況
を
迎
え
て
い
ま
し
た
。
ど
の
芸
能

種
目
で
も
同
じ
こ
と
で
す
が
、
太
神
楽
の
場
合
も
一

般
か
ら
募
集
し
た
若
者
達
に
、
研
修
を
通
し
て
本
当

に
太
神
楽
の
曲
芸
を
教
え
込
む
こ
と
が
で
き
る
の
か
、

迷
い
と
と
も
に
始
ま
る
研
修
で
す
。
そ
れ
が
順
序
よ

く
基
礎
か
ら
丁
寧
な
指
導
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
舞
台
上
で
試
演
の
発
表
会
が
行
わ
れ
る
こ

ろ
に
は
立
派
な
仕
上
が
り
を
見
せ
て
き
ま
す
。
先
生

方
の
熱
心
な
ご
指
導
に
頭
が
下
が
る
の
は
い
つ
も
の

こ
と
で
す
が
、
習
う
研
修
生
の
一
生
懸
命
な
姿
に
も

感
動
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
の
段
階
で
何
か
不
足

し
て
い
る
も
の
は
な
い
か
、
養
成
担
当
者
に
神
経
の

休
ま
る
間
は
あ
り
ま
せ
ん
。
歌
舞
伎
俳
優
研
修
の
第

一
期
生
の
初
の
試
演
会
の
直
後
、
発
声
の
不
十
分
な

こ
と
に
気
づ
き
「
発
音
•
発
声
」
の
教
授
科
目
を
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
に
と
り
こ
み
ま
し
た
。
常
に
試
行
皓
誤

の
連
続
の
よ
う
で
す
。

太
神
楽
研
修
は
六
名
の
研
修
生
で
始
め
ら
れ
、
一
―

年
を
経
過
し
て
現
在
三
名
が
研
修
を
続
け
て
い
ま
す
。

研
修
の
日
常
は
、
他
の
芸
能
種
目
と
同
様
一
週
間

の
う
ち
土
曜
日
。
日
曜
日
を
除
い
た
五
日
間
で
r

-

コ
マ
八

0
分
の
授
業
を
午
前
一
コ
マ
、
午
後
―
-
’
＼
三

コ
マ
を
こ
な
す
ハ
ー
ド
ス
ケ
ジ
ュ
、
ー
ル
で
す
。
直
接

的
な
太
神
楽
の
曲
芸
の
習
得
は
当
然
な
こ
と
と
し
て
、

日
本
舞
踊
、
長
唄
、
発
音
。
発
声
、
体
操
、
作
法
な

ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
ま
す
。
現
代
っ
子
の
研
修
生

に
と
っ
て
、
ジ
ャ
ン
ル
を
閂
わ
ず
共
通
し
て
苦
手
な

こ
と
に
正
座
が
あ
り
ま
す
。
芸
は
礼
に
始
ま
る
と
さ

れ
る
基
本
に
従
い
、
日
常
の
挨
拶
な
ど
を
含
め
て
礼

儀
を
厳
し
く
仕
込
ま
れ
ま
す
。
礼
儀
に
か
な
っ
た
正

日
本
回
民
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
か
と
い
う
こ
と
が
、

こ
れ
ほ
ど
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
時
代
は
な
い
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
物
に
恵
ま
れ
た
平
和
な
時
代

の
生
活
を
楽
し
む
あ
ま
り
、
文
化
的
精
神
的
求
心
性

を
失
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
ボ

ー
ダ
レ
ス
の
概
念
が
広
が
り
グ
ロ
ー
バ
ル
な
発
想
が

尊
ば
れ
る
今
の
風
潮
が
つ
く
る
物
理
的
な
囲
い
を
取

り
払
っ
た
よ
う
な
状
況
が
そ
れ
に
拍
車
を
か
け
て
い

る
よ
う
で
す
。

こ
の
よ
う
な
時
代
を
迎
え
、
伝
統
文
化
に
携
わ
っ

て
い
る
私
達
が
手
を
こ
ま
ね
い
て
ば
か
り
は
い
ら
れ

ま
せ
ん
。
社
会
の
み
な
さ
ん
と
一
緒
に
考
え
実
行
し

て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
伝
統
文
化
を

享
受
す
る
こ
と
で
日
本
人
の
豊
か
な
精
神
土
壌
を
つ

く
り
だ
し
、
そ
こ
で
培
わ
れ
養
わ
れ
た
思
想
に
よ
っ

て
潤
い
あ
る
未
来
社
会
を
と
も
に
創
造
す
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
国
際
社
会
の
一
員
と
し

て
も
大
き
な
義
務
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

伝
統
芸
能
は
伝
統
文
化
の
一
裏
を
担
っ
て
い
ま
す
。

劇
場
に
は
魅
力
的
な
公
演
が
要
求
さ
れ
、
関
係
者

は
そ
の
た
め
の
不
断
の
努
力
を
重
ね
る
こ
と
に
な
り
、

ま
た
、
そ
の
公
演
を
支
え
る
観
客
も
い
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
舞
台
で
上
演
さ
れ
る
芸
能
が
代
々
そ
の

魅
力
あ
る
輝
き
を
失
わ
ず
継
承
さ
れ
観
客
を
堪
能
さ

せ
て
い
く
た
め
に
は
、
日
本
社
会
全
体
の
理
解
の
も

と
に
、
伝
統
芸
能
の
後
継
者
が
大
切
に
さ
れ
る
環
境

づ
く
り
が
必
要
で
す
。

座
立
ち
居
捩
舞
い
を
身
に
つ
け
て
こ
そ
一
流
の
芸
能

実
演
家
を
め
ざ
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
い
ま
最
終
年

次
の
研
修
に
励
ん
で
い
ま
す
か
ら
、
来
年
三
月
に
は

め
で
た
＜
研
修
を
修
了
し
太
神
楽
の
世
界
に
巣
立
っ

て
も
ら
い
た
い
も
の
で
す
。

]
既
成
者
研
修

以
上
、
基
礎
に
重
点
を
置
い
た
新
人
研
修
は
二

＼
三
年
を
修
業
年
限
と
し
て
い
ま
す
が
、
新
人
研
修

修
了
後
が
本
当
の
勉
強
の
期
間
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

国
立
劇
場
で
は
、
各
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
道
で
の
芸

能
実
演
家
と
し
て
よ
り
大
き
く
完
成
を
め
ざ
す
こ
と

が
で
き
る
よ
う
、
同
立
劇
場
の
研
修
修
了
者
も
含
め

た
既
成
者
の
研
修
に
も
力
を
注
ぎ
、
研
修
発
表
公
演

等
を
行
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
例
と
し
て
、
今
年
八
月
国
立
劇
場
小
劇
場
で

公
演
さ
れ
た
「
稚
魚
の
会
」
「
歌
舞
伎
会
』
大
阪
文

楽
劇
場
で
公
演
さ
れ
た
「
上
方
歌
舞
伎
会
」
は
大
き

な
成
果
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

歌
舞
伎
俳
優
研
修
を
開
始
し
て
三

0
年
近
く
た
っ

て
、
当
時
二

0
歳
だ
っ
た
青
年
達
も
五

0
代
の
年
齢

に
達
し
ま
し
た
。
こ
の
研
修
公
演
が
や
が
て
は
本
公

演
に
な
杓
、
日
本
の
伝
統
芸
能
の
一
端
を
支
え
る
日

を
夢
み
て
研
鑽
を
積
ん
で
い
ま
す
。
以
上
の
ほ
か
に

も
「
梅
桜
会
」
「
右
近
の
会
」
「
葉
月
会
し
な
ど
若
手

の
歌
舞
伎
公
演
は
年
々
盛
ん
に
公
演
さ
れ
る
よ
う
に

国
立
劇
場
の
後
継
者
養
成
事
業
は
、
こ
の
事
業
が

意
図
す
る
使
命
が
社
会
に
理
解
さ
れ
る
た
め
の
普
及

活
動
を
推
し
進
め
る
と
と
も
に
、
伝
承
者
と
し
て
の

優
秀
な
人
材
の
育
成
に
つ
と
め
て
い
ま
す
。
一
層
の

理
解
と
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
一
般
に
伝
統
を
大
切
に
す
る
心
構
え
が
、

一
段
と
大
き
く
な
る
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

歌
舞
伎
俳
優
研
修
生
の
授
業
風
景

（
尾
上
松
太
郎
氏
の
指
導
に
よ
る
立
廻
り
の
稽
古
）

特
集
⑰
伝
統
文
化
の
は
縫
肴
養
威
の
復
追
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産
地
に
と
っ
て
の
後
継
者
養
成
の
問
題
は
、
生
物

に
と
っ
て
い
え
ば
生
殖
問
題
で
あ
り
、
種
を
ど
う
や

っ
て
保
存
す
る
か
と
い
う
生
物
の
最
大
の
課
題
に
あ

た
り
ま
す
。
後
継
者
養
成
の
問
題
を
、
産
地
が
今
後

ど
う
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
、
将
来
の
関
題

と
切
り
離
し
て
、
狭
く
研
修
方
法
の
枝
葉
末
節
を
論

じ
て
も
実
り
の
な
い
も
の
で
す
。

正
直
言
っ
て
、
後
継
者
養
成
が
う
ま
く
い
か
な
い

か
ら
、
た
び
た
び
論
義
さ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
後
継

者
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
茫
地
が
明
日
、
滅
び
る

ん
に
し
て
も
、
す
で
に
数
十
年
に
及
ぶ
経
験
を
持
っ

て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
養
成
事
業
は
自
分

の
技
術
を
高
い
水
準
で
維
持
し
、
さ
ら
に
向
上
さ
せ

る
と
い
う
意
味
も
含
ん
で
い
ま
す
。
つ
ま
り
「
技
を

磨
く
」
わ
け
で
す
。

通
産
省
な
ど
の
養
成
事
業
で
は
、
と
か
く
初
級
者

の
講
習
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
の
で
す
が
、
文
化

庁
の
場
合
は
す
で
に
基
礎
の
で
き
て
い
る
人
を
相
手

に
、
さ
ら
に
高
度
の
技
を
学
ん
で
も
ら
う
の
が
原
則

の
考
え
で
す
。

さ
て
、
文
化
庁
の
施
策
で
は
表
向
き
、
産
地
を
対

象
と
し
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
石
州
半
紙
の
よ
う

に
産
地
を
丸
ご
と
抱
え
て
い
る
場
合
が
い
く
つ
も
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
輪
島
塗
の
場
合
の
よ
う
に
、
頂
点

の
み
を
と
ら
え
た
場
合
で
も
、
そ
の
八
本
の
根
は
産

三
つ
の
特
徴
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／
＼
、

は
じ
め
に
本
誌
の
奥
付
に
、
「
意
見
に
わ
た
る
部
分

に
つ
い
て
は
、
筆
者
個
人
の
見
解
で
あ
る
」
と
い
う

断
り
が
あ
る
こ
と
を
強
調
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

養
成
事
業
に
つ
い
て
は
、
常
日
頃
、
卸
苦
労
さ
札
て

い
る
担
当
者
が
、
最
も
詳
し
く
正
確
に
承
知
さ
れ
て

い
ま
す
。
た
だ
、
「
少
し
離
れ
て
、
振
り
返
っ
て
み
る

と
」
と
い
う
の
が
、
以
下
の
拙
文
で
す
。

と
い
う
こ
と
で
す
。
後
継
者
問
題
は
、
産
地
全
体
の

あ
り
方
に
つ
な
が
り
ま
す
。
若
い
人
が
後
を
継
が
な

い
と
い
う
こ
と
は
、
産
地
に
魅
力
が
な
い
と
い
う
こ

と
で
す
。
そ
し
て
、
産
地
の
将
来
に
不
安
が
あ
る
か

ら
で
す
。

文
化
財
保
護
で
い
え
ば
、
無
形
文
化
財
の
指
定
や

認
定
は
、
後
継
者
養
成
に
つ
な
が
る
こ
と
で
す
。
今

回
、
私
は
後
継
者
養
成
問
題
を
、
指
定
。
認
定
の
歴

史
や
あ
り
方
と
も
関
連
づ
け
て
み
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

文
化
庁
の
補
助
を
得
て
、
養
成
事
業
に
努
力
さ
れ

て
い
る
団
体
の
名
称
を
み
る
と
、
「
輪
島
塗
技
術
保
存

会
」
な
ど
と
、
産
地
名
が
印
象
づ
け
ら
れ
ま
す
。
重

要
無
形
文
化
財
の
認
定
基
準
に
は
、
と
り
わ
け
産
地

を
指
し
て
い
な
い
の
で
す
が
、
長
い
歴
史
を
持
ち
、

高
い
評
判
を
獲
得
し
、
風
土
の
特
色
が
あ
ら
わ
な
も

の
と
い
え
ば
、
自
然
と
産
地
に
落
ち
着
き
ま
す
。
産

地
を
代
表
す
る
職
人
や
作
家
が
「
技
術
保
存
会
」
を

つ
く
り
、
贄
成
事
業
の
指
導
陣
と
な
る
わ
け
で
す
。

地
全
体
に
広
が
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
産
地
の
謳

情
と
密
接
に
関
係
が
あ
り
ま
す
。

産
業
自
体
の
補
助
は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
通
産
省
が

伝
統
的
工
芸
品
産
業
の
振
興
策
で
行
っ
て
い
ま
す
。

伝
統
的
工
芸
品
産
業
を
歴
史
か
ら
、
技
術
か
ら
、
技

術
者
の
分
布
や
組
織
か
ら
と
、
各
面
か
ら
細
か
く
指

定
要
件
を
設
け
て
指
定
し
て
い
る
の
は
、
文
化
庁
の

方
法
と
似
て
い
ま
す
。

文
化
庁
（
そ
の
当
時
は
文
化
財
保
護
委
員
会
で
し

た
が
）
の
無
形
文
化
財
保
護
の
施
策
は
、
終
戦
か
ら

-
0年
た
っ
て
も
続
い
て
い
た
混
乱
期
の
中
か
ら
始

め
ら
れ
ま
し
た
。

伝
統
工
芸
は
と
か
く
ぜ
い
た
＜
品
、
不
要
不
急
の

高
級
品
と
み
な
さ
れ
が
ち
で
す
。
復
興
の
進
ん
だ
分

野
で
は
「
も
う
戦
後
で
は
な
い
」
と
い
う
勢
い
な
の

に
、
伝
統
工
芸
の
復
興
は
遅
々
と
進
ま
ず
、
「
回
復
は

あ
り
得
な
い
」
と
絶
望
視
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
う

し
た
情
勢
で
、
無
形
文
化
財
と
い
う
耳
慣
れ
な
い
指

定
を
は
じ
め
た
の
で
す
か
ら
、
普
及
に
精
一
杯
で
、

十
分
な
経
済
的
な
裏
づ
け
に
は
手
が
ま
わ
り
か
ね
ま

し
た
。

く

る

め

か

す

り

昭
和
三
二
年
に
指
定
さ
れ
た
久
留
米
絣
の
代
表
者

の
森
山
と
よ
の
さ
ん
が
、
そ
の
重
責
に
悩
み
ぬ
い
て

亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
本
格
的
な
養
成
事
業

に
つ
な
が
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

昭
和
三

0
年
代
か
ら
四

0
年
代
に
か
け
て
は
、
高

度
経
済
成
長
の
嵐
で
し
た
。
農
村
の
人
口
が
大
量
に

都
会
に
流
れ
た
の
で
、
農
村
に
基
盤
を
持
つ
伝
統
的

輪
島
塗
の
よ
う
な
大
産
地
で
は
、
大
勢
の
技
術
者

か
ら
代
表
者
が
選
ば
れ
ま
す
。
特
に
輪
島
塗
で
は
昔

か
ら
蒔
絵
。
沈
金
と
い
う
加
飾
や
漆
塗
り
、
そ
し
て

指
物
木
地
な
ど
と
八
職
に
職
人
が
分
か
れ
て
い
ま
し

た
の
で
、
そ
の
八
職
を
代
表
す
る
職
人
や
作
家
で
技

術
保
存
会
が
結
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

せ
さ
し
ゅ
う
ば
ん
し

一
方
、
和
紙
の
「
石
州
半
紙
技
術
者
会
」
は
、
現

在
、
六
軒
の
戸
主
あ
る
い
は
す
で
に
経
営
の
責
任
を

担
っ
て
い
る
息
子
た
ち
で
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

地
元
の
島
根
県
三
隅
町
に
は
他
に
紙
漉
き
の
家
は
あ

り
ま
せ
ん
。
紙
漉
き
作
業
は
一
家
あ
げ
て
の
労
飼
で

す
。
紙
を
漉
く
人
、
干
し
板
に
紙
を
貼
る
人
、
桔
皮

を
煮
た
り
、
叩
く
人
、
ち
り
を
取
る
人
な
ど
が
少
な

く
と
も
二
、
三
人
必
要
で
す
。
し
た
が
っ
て
石
州
半

紙
の
生
産
に
従
事
す
る
人
が
二

0
人
ほ
ど
は
い
る
は

ず
で
、
研
修
会
に
は
全
員
が
参
加
し
ま
す
。
石
州
半

紙
で
は
産
地
全
体
の
す
み
ず
み
ま
で
が
認
定
の
枠
の

中
に
入
っ
て
い
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

そ
の
餐
成
裏
業
で
す
が
、
ち
り
敗
り
の
お
ば
あ
さ

工
芸
品
産
業
に
は
危
機
で
し
た
。
四

0
年
代
後
半
に

は
高
度
経
済
成
長
の
歪
み
を
社
会
全
体
が
反
省
し
ま

す
。
そ
こ
で
生
ま
れ
た
の
が
、
通
産
省
の
伝
統
的
工

芸
品
産
業
の
指
定
で
し
た
。
安
達
文
化
庁
長
官
に
、

「
君
ら
工
芸
技
術
係
の
仕
事
が
無
く
な
っ
て
し
ま
う

ぞ
」
と
い
わ
れ
、
国
会
討
論
の
資
料
を
一
生
懸
命
に

集
め
た
も
の
で
す
。
通
産
省
に
し
て
は
方
向
転
換
と

も
み
え
た
新
政
策
の
た
め
、
最
初
は
農
林
省
や
文
化

庁
も
参
加
し
て
論
義
し
た
も
の
で
す
。
文
化
庁
の
経

験
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
当
然
だ
っ
た
の
で
す
。

第
二
の
特
徴
と
し
て
、
漆
芸
や
染
織
な
ど
の
技
術

の
違
い
て
、
養
成
方
法
も
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

漆
芸
で
は
、
香
川
果
漆
芸
研
究
所
や
石
川
県
立
輪

島
漆
芸
技
術
研
修
所
と
い
う
立
派
な
建
物
を
建
て
、

毎
年
、
養
成
の
費
用
を
補
助
し
て
い
ま
す
。
美
術
大

学
に
昔
か
ら
漆
芸
科
が
あ
る
よ
う
に
、
漆
芸
の
養
成

は
学
校
教
育
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
な
じ
み
や
す
く
、

こ
れ
ら
の
研
修
施
設
で
は
研
修
生
を
応
募
し

r

数
年

間
の
研
修
で
卒
業
さ
せ
て
い
ま
す
。

一
方
、
輪
島
塗
技
術
保
存
会
で
は
、
漆
芸
史
上
の

優
品
を
、
老
練
な
会
員
と
若
い
技
術
者
が
組
ん
で
模

造
す
る
方
法
で
、
会
員
は
自
ら
の
技
を
磨
き
、
若
い

技
術
者
は
力
量
を
高
め
て
い
ま
す
。
技
術
保
存
会
の

会
員
に
は
、
研
修
所
の
講
師
を
兼
ね
て
い
る
人
も
い

る
の
で
す
か
ら
、
高
い
水
準
で
研
修
所
の
養
成
を
補

っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
こ
と
は
、
輪
島
塗
と
称
し
て

金
沢
美
術
工
芸
大
学
教
授

柳

橋

慎

伝
統
工
芸
の
後

者
蓑
成
の

状
と

弩

特
集
⑰
伝
統
文
化
の
孤
縫
肴
養
威
の
復
追
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い
る
が
、
狭
い
意
味
の
輪
島
塗
技
術
の
特
色
を
追
い

か
け
て
は
い
ず
、
わ
が
国
の
漆
芸
技
術
の
最
高
級
の

も
の
を
取
り
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
そ

し
て
研
修
所
の
創
設
者
と
も
い
え
る
松
田
権
六
さ
ん

（
蒔
絵
の
保
持
者
で
伝
統
工
芸
界
の
指
導
者
で
も
あ

っ
た
）
の
理
念
か
ら
、
単
に
技
の
修
練
に
と
ど
ま
ら

ず
、
意
匠
力
を
高
め
る
こ
と
を
最
終
目
標
に
し
て
い

る
こ
と
で
す
。
そ
こ
か
ら
「
優
品
模
造
L

や
「
図
案

日
誌
」
と
い
う
、
独
特
な
養
成
方
法
が
大
切
に
さ
れ

て
い
ま
す
。

こ
の
漆
芸
の
養
成
と
対
照
的
な
の
が
、
染
織
で
す
。

他
人
に
は
固
じ
よ
う
に
見
え
る
織
り
機
で
あ
っ
て

も
、
自
分
の
技
や
身
体
に
な
じ
ん
だ
「
自
分
の
機
」

で
な
く
て
は
織
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
研
修
所
の
よ
う

な
一
ヵ
所
に
集
ま
っ
て
は
、
高
度
の
養
成
は
で
き
ま

せ
ん
。
講
師
が
、
い
ち
い
ち
技
術
者
の
家
を
訪
ね
て

指
導
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

染
織
の
中
で
も
、
最
も
徹
底
し
た
方
法
が
と
ら
れ

て
い
る
の
が
、
先
に
述
べ
た
久
留
米
絣
で
す
。
指
定

要
件
に
基
づ
い
た
厳
し
い
検
査
基
準
に
合
格
し
た
久

留
米
絣
を
、
毎
年
、
一
定
数
生
産
す
る
費
用
を
補
助

し
て
い
ま
す
。
織
り
上
が
る
ま
で
に
は
、
絣
の
手
く

び
り
、
天
然
藍
に
よ
る
染
め
、
手
織
り
な
ど
と
、
幾

つ
も
の
工
程
が
、
違
う
家
の
手
を
経
る
の
で
す
か
ら
、

地
元
で
は
複
雑
な
生
産
計
画
が
立
て
ら
れ
ま
す
。
i

見
、
生
産
費
補
助
の
か
た
ち
を
取
り
ま
す
が
、
中
級

着
の
投
の
向
上
、
高
級
者
の
技
の
磨
さ
、
そ
し
て
指

ら
な
い
で
し
ょ
う
。

そ
れ
で
は
、
今
、
そ
の
母
な
る
産
地
は
健
全
な
の

で
し
ょ
う
か
。
本
来
、
産
地
は
協
同
体
意
識
を
基
礎

と
し
な
が
ら
も
、
自
ら
の
力
で
販
路
を
探
し
、
原
料

や
用
具
を
確
保
し
、
各
々
の
家
で
後
継
者
を
育
て
て

き
た
も
の
で
す
。

現
に
重
要
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
柿
右

い
ろ
な
べ
し
ま

衛
門
（
濁
手
）
や
色
鍋
島
の
保
存
会
は
養
成
の
補
助

金
を
受
け
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
決
し
て
養
成
が
行

わ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
く
、
日
常
の
制
作
活
動
の

中
で
自
然
に
、
長
年
の
知
恵
を
働
か
し
て
後
継
者
が

育
て
ら
れ
、
技
が
磨
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
が

産
地
の
理
想
の
姿
で
あ
る
と
と
も
に
、
本
来
、
ど
こ

で
も
同
じ
姿
で
あ
っ
た
し
、
そ
う
し
た
活
力
を
備
え

て
い
た
は
ず
な
の
で
す
。

現
在
、
六
年
に
も
な
ろ
う
と
す
る
不
況
は
r

伝
統

工
芸
の
産
地
の
、
こ
う
し
た
活
力
を
弱
め
て
い
ま
す
。

表
向
き
は
、
さ
ほ
ど
職
人
の
数
は
減
っ
て
い
な
い
よ

う
に
見
え
ま
す
。
し
か
し
四

0
歳
代
や
五

0
歳
代
と

い
う
働
き
盛
り
の
職
人
を
探
す
と
め
っ
き
り
減
り
ま

し
た
。
現
在
、
日
本
で
田
園
と
み
え
る
所
で
も
団
地

が
建
っ
て
い
ま
す
。
親
の
も
と
を
離
れ
、
核
家
族
と

な
っ
た
職
人
は
、
毎
月
の
ロ
ー
ン
を
支
払
わ
ね
ば
な

り
ま
せ
ん
。
問
屋
は
残
庫
を
は
か
す
の
に
懸
命
で
、

新
し
い
制
作
の
注
文
が
な
か
な
か
出
せ
ま
せ
ん
。
毎

月
の
支
払
い
に
迫
ら
れ
る
職
人
は
、
他
に
職
を
求
め

ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
か
つ
て
の
現
金
な
し
で
も
半
年

や
一
年
は
過
ご
せ
た
と
い
う
産
地
の
牧
歌
は
消
え
て

定
し
た
も
の
の
保
存
と
い
う
内
容
を
持
ち
ま
す
。
な

お
、
出
来
上
が
っ
た
反
物
を
長
年
の
間
、
絶
や
す
こ

と
な
く
購
入
し
続
け
て
、
こ
の
事
業
を
維
持
し
て
き

た
問
屋
さ
ん
の
支
援
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
し
ょ

゜
ぷ
ノ

伝
統
工
芸
の
養
成
の
三
番
目
の
特
徴
は

r

い
ず
れ

の
養
成
事
業
も
長
期
に
わ
た
る
こ
と
で
す
。
通
常
の

補
助
金
な
ら
ば
、
数
年
で
所
期
の
目
的
を
達
成
し
た

と
完
了
し
ま
す
。
し
か
し
、
文
化
庁
の
養
成
は
認
定

以
来
、
数
十
年
に
及
ぶ
も
の
も
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

伝
統
工
芸
の
世
界
は
、
初
歩
の
修
業
に
も
一

0
年
で

ま
だ
ま
だ
、
と
い
う
息
の
長
さ
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら

に
高
齢
者
が
引
退
す
る
数
に
比
べ
、
若
い
後
継
者
の

補
充
が
圧
倒
的
に
少
な
く
、
常
に
養
成
の
必
要
に
迫

ら
れ
る
現
実
が
あ
り
ま
す

C

一
年
あ
た
り
に
し
て
は
僅
少
の
金
額
で
あ
っ
て
も
、

長
年
に
及
べ
ば
巨
額
と
な
り
ま
す
。
当
然
、
効
果
を

云
々
す
る
批
判
も
生
ま
れ
ま
し
ょ
う
。

だ
へ
咬
多
く
の
産
地
で
、
こ
の
補
助
金
は
、
毎
年
、

確
実
に
あ
て
に
な
る
援
助
と
な
っ
て
い
ま
す
。
小
さ

な
産
地
で
は
、
産
地
を
支
え
る
重
要
な
柱
で
す
。
補

助
金
の
精
神
的
な
側
面
、
つ
ま
り
「
我
々
は
決
し
て

見
捨
て
ら
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
信
頼
感
を
与
え
る

力
は
大
き
な
も
の
で
す
。
私
ど
も
は
、
文
化
庁
の
認

定
と
、
そ
の
後
の
補
助
の
励
ま
し
が
な
か
っ
た
な
ら

ば
、
と
う
の
昔
に
姿
を
消
し
て
い
る
貴
重
な
技
術
や

産
地
妍
多
い
こ
と
を
断
言
で
き
ま
す
。

し
ま
い
ま
し
た
。

も
は
や
、
伝
統
工
芸
の
業
者
数
な
ど
と
い
う
統
計

数
字
は
次
第
に
意
味
を
失
い
つ
つ
あ
り
ま
す
。
一
軒

と
い
っ
て
も
、
高
齢
と
な
っ
た
職
人
が
月
に
何
度
、

仕
事
場
に
入
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
現
在
の
職
人

の
一
人
当
た
り
、
あ
る
い
は
一
軒
当
た
り
の
生
産
量

は
、
一

0
年
前
の
そ
れ
と
比
較
に
な
ら
な
く
減
っ
て

い
ま
す
。
問
題
の
本
質
は
数
字
で
は
な
く
、
業
者
や

産
地
の
国
函
能
喪
失
」
と
い
う
実
質
の
閂
題
に
あ
る

か
ら
で
す
。

暗
い
話
ば
か
り
続
き
ま
し
た
が
、
絶
望
し
て
い
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
武
士
は
叢
後
ま
で
関
い
な

が
ら
死
ん
で
い
く
も
の
だ
」
。
こ
の
言
葉
は
亡
く
な
っ

え
ら
ぜ
ん
ほ
う
し
ょ

た
越
前
奉
書
の
保
持
者
岩
野
市
兵
衛
さ
ん
の
も
の
で

す。
昭
和
四
三
年
に
、
こ
の
越
前
奉
書
な
ど
数
件
の
和

紙
の
指
定
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
に
、
「
い
つ
の

日
か
、
越
前
奉
書
な
ど
と
い
う
個
々
の
名
称
で
は
な

く
、
和
紙
と
い
う
総
称
で
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

時
が
来
る
だ
ろ
う
」
と
思
っ
た
も
の
で
す
。
ま
だ
そ

の
時
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
近
づ
い
た
こ
と
は
実
感

し
ま
す
。

そ
こ
で
私
は
考
え
る
の
で
す
が

9`

日
本
全
体
を
一

つ
の
産
地
と
考
え
、
各
地
に
本
来
の
産
地
が
有
し
て

い
た
「
機
能
」
を
配
置
す
る
こ
と
で
す
。
突
飛
な
話

に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
現
実
に
文
化
庁

も
す
で
に
実
施
し
て
い
る
こ
と
で
す
。

す

た
と
え
ば
和
紙
の
各
産
地
に
は
、
か
つ
て
必
ず
費

編
み
や
桁
づ
く
り
が
い
て
、
漉
き
手
の
好
み
や
癖
に

合
わ
せ
て
作
っ
て
い
ま
し
た
。
今
で
は
各
産
地
と
も

賛
編
み
さ
ん
た
ち
を
養
う
力
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ

で
文
化
庁
は
、
全
回
の
紙
漉
き
用
具
の
技
術
者
を
集

め
た
、
二

0
人
ほ
ど
の
組
織
を
文
化
財
保
存
技
術
に

認
定
し
、
養
成
事
業
を
補
助
し
て
い
ま
す
。
彼
ら
は

密
接
に
協
力
し
合
っ
て
、
全
国
の
紙
漉
き
に
用
具
を

供
給
し
て
い
ま
す
。

例
え
ば
本
美
濃
紙
の
後
継
者
は
、
地
元
の
美
濃
市

だ
け
で
は
な
く
、
全
国
に
呼
び
か
け
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
初
級
の
希
望
者
を
見
つ
け
出
す
こ
と
が
、
今

一
番
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
文
化
庁
も
初

級
者
の
養
成
に
よ
り
攻
め
の
施
策
を
と
っ
た
ら
ど
う

で
し
ょ
う
か
。

伝
統
工
芸
の
問
題
は
ど
う
し
て
も
生
業
に
関
係
す

る
た
め
、
ど
ろ
ど
ろ
と
し
た
実
態
が
あ
り
、
文
化
庁

の
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

私
は
文
化
庁
の
最
大
の
力
は
、
文
化
財
の
指
定
要
件

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
自
然
材
の
長
所
を

病
め
ず
に
取
り
出
し
て
使
う
精
髄
が
あ
り
ま
す
。
後

継
者
た
ち
も
時
に
は
、
「
ハ
イ
テ
ク
が
め
ざ
ま
し
い
現

代
に
、
な
ぜ
、
手
づ
く
り
を
す
る
の
か
」
と
悩
み
ま

す
。
そ
の
時
の
解
答
が
、
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。

機
馘
文
明
の
た
だ
中
で
、
な
ぜ
手
づ
く
り
に
励
ま

ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
伝
統
工
芸
の
技
術
者
や
産
地

の
存
在
理
由
を
物
語
る
も
の
、
そ
し
て
養
成
事
業
の

究
極
の
目
標
を
示
す
も
の
、
そ
れ
が
認
定
や
指
定
要

件
の
思
想
・
哲
学
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

「
絵
島
婆
ご
技
術
伝
承
者
筈
成
稟
業

現
在
の
重
要
無
形
文
化
財
の
保
持
者
の
多
く
が
作

家
で
あ
る
こ
と
や
、
日
本
伝
統
工
芸
展
で
活
躍
す
る

若
い
作
家
が
産
地
を
離
れ
て
、
大
都
会
に
出
て
い
る

こ
と
を
指
し
て
、
「
創
作
は
産
地
と
断
絶
し
て
い
る
で

は
な
い
か
し
と
い
う
人
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

は

け

し
か
し
、
漆
を
掻
き
取
る
職
人
や
漆
塗
り
の
刷
毛

を
作
る
職
人
は
、
数
少
な
い
作
家
の
た
め
で
は
な
く
、

数
多
く
の
器
物
を
塗
っ
て
い
る
大
勢
の
漆
塗
り
の
職

人
が
い
る
か
ら
仕
事
が
続
い
て
い
る
の
で
す
。
こ
う

し
た
原
料
づ
く
り
や
用
具
づ
く
り
ぶ
成
り
立
っ
た
め

に
は
、
最
小
限
何
百
人
な
ど
と
い
う
限
界
が
あ
る
こ

と
を
知
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
伝
統
工
芸
の
作
家
で

あ
る
な
ら
ば
、
た
と
え
ど
こ
に
い
て
も
、
母
な
る
大

地
と
も
い
う
べ
き
産
地
の
恩
恵
を
受
け
て
、
原
料
や

用
具
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
を
忘
れ
て
は
な

騨

題

ー

I
産
地
機
能
の
再
生

滋磁答：
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か
け
、
鵜
川
在
住
の
綾
子
舞
末
経
験
者
の
勧
誘
、
さ

ら
に
一
般
市
民
を
対
象
に
参
加
募
集
を
し
た
。
こ
の

よ
う
に
し
て
、
人
材
確
保
に
本
腰
を
入
れ
た
結
果
、

鵜
川
出
身
者
以
外
の
二
名
が
初
め
て
参
加
し
、
高
原

田
が
二
六
名
、
下
野
が
一
九
名
を
確
保
し
て
発
足
し

た
。
請
座
は
六
月
か
ら
三
月
ま
で
、
年
間
二

0
回
程

度
を
実
施
し
た
。
高
原
田
は
、
「
因
幡
踊
」
な
ど
三
演

目
、
「
狸
々
舞
」
な
ど
二
禎
目
、
狂
言
の
「
海
老
す
く

お

は

ら

ざ

い
」
に
取
り
組
み
、
下
野
は
「
小
原
木
踊
」
な
ど
四

え

び

す

演
目
、
「
恵
比
寿
舞
」
な
ど
三
演
目
、
狂
言
の
「
海
老

こ

か

じ

す
く
い
」
「
三
条
の
小
鍛
冶
」
に
取
り
組
ん
だ
。
そ
し

て
、
平
成
五
年
―
二
月
に
三
年
間
の
成
果
を
公
開
す

る
講
座
発
表
会
を
開
催
し
、
久
し
ぶ
り
に
ま
と
ま
っ

て
多
く
の
演
目
を
市
内
外
か
ら
の
観
客
に
披
露
す
る

こ
と
が
で
き
た
。

②
第
二
期
の
取
組
み
（
六
年
度

1
八
年
度
）

引
き
続
き
県
の
「
伝
統
民
俗
芸
能
等
後
継
者
育
成

補
助
事
業
」
を
導

入
し
た
。
六
年
度

に
は
新
た
に
一
三

名
が
参
加
し
た
が
、

講
座
を
辞
め
た
人

た
ち
も
あ
り
、
総

数
四
三
名
で
あ
っ

た
。
他
に
地
区
の

子
ど
も
や
地
区
以

外
の
子
ど
も
た
ち

数
名
が
親
と
共
に

学
校
の
伝
承
学
習
は
、
鵜
川
小
中
学
校
の
閉
校
後

は
、
新
設
統
合
校
南
中
学
校
と
校
区
内
三
小
学
校
に

引
き
継
が
れ
た
。
今
年
度
で
五
年
目
に
な
る
。
年
々

伝承者養成講座

二
｛
霰
に
お
け
る
毎
懲
畜
の
新
た
な
展
開

両
座
元
の
綾
子
舞
は
い
く
つ
か
の
点
で
違
い
が
あ

り
、
そ
れ
が
国
指
定
の
対
象
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
統

合
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
今
後
と

も
伝
承
者
養
成
は
各
座
元
の
実
情
に
即
し
て
対
応
し

て
い
く
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に
は
、
綾
子
舞
を
離

れ
た
中
堅
若
手
の
復
帰
へ
の
働
き
か
け
、
伝
承
学
習

に
参
加
し
て
い
る
子
ど
も
た
ち
が
将
来
と
も
参
加
し

て
も
ら
え
る
か
が
課
題
で
あ
る
。

補
助
事
業
終
了
後
は
、
現
行
の
伝
承
者
養
成
の
方

策
を
継
続
す
る
に
は
財
政
的
な
問
題
が
あ
り
、
市
と

後
援
会
の
協
力
を
求
め
て
い
く
。
ま
た
、
体
験
教
室

の
開
殷
な
ど
講
座
募
集
の
方
法
を
工
夫
し
た
い
。
特

に
両
座
元
の
若
手
伝
承
者
の
合
同
研
修
会
を
な
ん
と

か
実
現
し
た
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

晉
元
の
伝
承
者
養
成
の
課
題
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《事例紹介『
邑'l
胄ll

あ
や
こ
ま
い

綾
子
舞
は
出
雲
の
阿
国
ら
の
初
斯
歌
舞
伎
の
面
影

を
色
濃
く
残
し
て
い
る
貴
重
な
伝
統
芸
能
で
あ
り
、

小
歌
舞
、
囃
子
舞
、
狂
言
の
三
種
類
か
ら
な
る
。
伝

承
の
地
は
、
柏
崎
市
鵜
川
地
区
で
あ
り
、
お
よ
そ
四

0
0年
前
、
京
都
か
ら
き
た
女
歌
舞
伎
踊
り
の
一
座

が
小
歌
踊
り
を
伝
え
た
と
考
え
ら
れ

r

ま
た
、
囃
子

舞
と
狂
言
は
江
戸
時
代
に
京
都
か
ら
き
た
狂
言
師
が

た

か

ん

だ

し

も

伝
え
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
今
日
ま
で
高
原
田
と
下

の野
の
二
集
落
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
集

落
で
は
、
特
定
の
家
々
が
集
ま
っ
て
座
を
組
織
し
、

家
の
後
継
ぎ
の
男
た
ち
だ
け
が
綾
子
舞
を
や
る
こ
と

が
で
き
た
。
し
か
も
、
両
座
は
対
抗
意
臓
斜
強
く
、

芸
や
稽
古
の
や
り
方
が
相
手
の
座
に
流
れ
る
こ
と
を

嫌
っ
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
ま
っ
た
く
別
個
に

保
存
伝
承
さ
れ
て
き
た
の
で
、
人
数
、
衣
装
、
踊
り

方
、
歌
詞
、
台
詞
な
ど
に
違
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ

れ
ぞ
れ
に
得
意
と
す
る
演
目
を
も
ち
、
競
合
を
避
け

て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
戦
後
の
伝
承
を
み
る
と
、
よ

う
や
く
踊
り
が
女
性
の
も
の
に
な
り
、
そ
の
集
落
在

承
者
簑
成
の

住
の
者
で
あ
れ
ば
、
男
女
を
問
わ
ず
大
人
、
子
ど
も

も
参
加
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
そ

れ
ぞ
れ
の
時
代
の
波
に
影
響
さ
れ
な
が
ら
も
、
各
座

元
で
は
独
自
に
伝
承
者
養
成
に
努
め
て
き
た
。

昭
和
五
一
年
、
国
の
指
定
を
受
け
た
こ
と
で
伝
承

者
養
成
に
弾
み
が
つ
い
た
。
昭
和
四
五
年
に
鵜
川
小

学
校
が
ク
ラ
ブ
と
し
て
伝
承
学
習
を
開
始
し
、
国
指

定
を
契
機
に
小
中
学
校
と
も
全
校
体
制
で
取
り
組
む

よ
う
に
な
り
、
柏
崎
市
も
よ
う
や
く
支
援
に
乗
り
出

し
た
。
し
か
し
、
す
で
に
過
疎
化
は
深
刻
な
状
況
を

迎
え
て
い
た
。

]
急
激
な
過
疎
化
に
よ
る
座
元
の
危
機

三

0
年
代
の
鵜
川
地
区
の
世
帯
数
は
約
五

0
0戸、

人
口
は
約
三
、

0
0
0人
で
あ
っ
た
が
、
平
成
元
年

に
は
一
六

0
戸
、
四
九
六
人
と
過
疎
化
は
急
檄
に
進

ん
で
い
た
。
当
然
、
座
元
に
所
属
す
る
者
の
中
に
も

挙
家
離
村
が
相
次
ぎ
、
児
童
生
徒
は
櫛
の
歯
が
抜
け

る
よ
う
に
転
校
し
て
い
っ
た
。
そ
ん
な
状
況
の
中
で

伝
承
学
習
は
続
け
ら
れ
、
座
元
の
公
演
活
動
に
参
加

す
る
者
も
い
た
。
し
か
し
、
高
校
卒
業
後
は
綾
子
舞

参
加
し
て
い
る
。
成
果
と
し
て
特
筆
す
べ
き
は
、
狂

言
の
復
活
で
あ
る
。
長
年
、
上
演
不
能
で
あ
っ
た
演

目
の
う
ち
、
高
原
田
は
「
掏
摸
」
を
半
世
紀
ぶ
り
に

復
活
さ
せ
、
ま
た
、
下
野
は
「
閻
魔
王
」
を
、
さ
ら

に
「
布
晒
し
」
を
二
十
数
年
ぶ
り
に
復
活
さ
せ
た
。

こ
れ
ら
を
八
年
―
一
月
、
国
指
定
二

0
周
年
記
念
公

演
の
舞
台
で
披
露
し
た
。
長
老
た
ち
の
元
気
な
う
ち

に
舞
や
狂
言
を
―
つ
で
も
多
く
若
手
に
伝
え
ね
ば
と

い
う
使
命
感
と
、
若
手
伝
承
者
の
情
熱
が
復
活
へ
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
生
み
出
し
た
と
い
え
よ
う
。

③
第
三
期
の
取
組
み
（
九
年
度
＼
一
一
年
度
）

今
年
度
も
、
再
び
国
庫
補
助
事
業
を
導
入
で
き
た
。

「
民
俗
文
化
財
地
域
伝
承
活
動
同
庫
補
助
事
業
」
で
あ

る
。
こ
れ
で
三
年
間
、
講
座
を
継
続
す
る
め
ど
が
つ

い
た
。
新
規
参
加
は
男
女
三
名
で
あ
る
が
、
講
座
か

ら
離
れ
て
い
く
人
た
ち
も
あ
り
、
現
在
は
、
高
原
田

が
ニ
―
名
、
下
野
は
一
八
名
で
あ
る
。
今
年
度
も
演

か
に

目
の
復
活
に
力
を
入
れ
、
高
原
田
は
「
蟹
の
舞
」
、
狂

言
の
「
閻
魔
王
」
「
鐘
引
」
を
復
活
し
、
下
野
は
狂
言

の
「
佐
渡
亡
魂
」
を
復
活
さ
せ
、
「
田
舎
下
り
踊
」
に

挑
戦
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
九
月
一
五
日
、
一
一
月

三
日
の
現
地
公
開
の
舞
台
で
上
演
さ
れ
、
初
め
て
見
．

る
演
目
の
新
鮮
さ
は
観
客
を
喜
ば
せ
た
。

希
望
者
が
増
え
、
現
在
、
小
一
か
ら
中
三
ま
で
の
七

二
名
が
南
中
を
会
場
に
月
一
回
程
度
の
練
習
を
熱
心

に
続
け
て
い
る
。
踊
五
演
目
、
囃
子
舞
二
演
目
、
狂

言
一
演
目
の
う
ち
一
人
一
演
目
を
中
学
三
年
ま
で
続

け
る
。
毎
年
―
]
月
に
発
表
会
を
開
催
し
、
全
員
が

衣
装
を
付
け
て
舞
台
に
立
つ
。
学
年
が
進
む
に
つ
れ
、

子
ど
も
た
ち
の
意
欲
は
高
ま
り
、
上
達
し
て
い
く
。

保
護
者
は
も
ち
ろ
ん
、
一
般
生
徒
の
綾
子
舞
に
対
す

る
関
心
が
高
ま
り
、
希
望
制
の
伝
承
学
習
を
進
め
や

す
い
環
境
と
な
っ
て
い
る
。
伝
承
学
習
は
、
豊
か
な

人
間
性
の
育
成
に
資
す
る
と
と
も
に
、
後
継
者
養
成

に
つ
な
が
る
橋
渡
し
策
と
し
て
重
要
で
あ
る
。

柏
崎
市
文
化
振
興
諌
綾
子
舞
事
務
局
回
り
串
不
釦
四

重
要
無
形
民
俗
文
化
財

「
綾
子
舞
」
の

ば

~`•タ

ださよ翠

g
i
l
I
竺

=-Ill『
一
亨

ゆ
み

を
離
れ
る
者
も

多
く
、
人
材
確

保
は
深
刻
さ
を

増
す
一
方
で
、

平
成
元
辱
に
は
、

公
演
依
頼
が
あ

っ
て
も
踊
り
の

組
が
そ
ろ
わ
な

い
、
囃
子
方
の

人
数
が
足
ら
な

い
と
い
う
状
況

が
生
ず
る
よ
う

に
な
っ
た
。

禰
助
事
業
を
導
入
し
畠
雷
霙
成
の
取
組
み

平
成
二
年
度
末
に
中
学
校
が
閉
校
、
そ
の
と
き
小

中
学
生
は
合
わ
せ
て
一
四
人
、
入
学
児
童
は
セ
ロ
で

あ
っ
た
。
各
座
元
は
お
手
上
げ
状
態
に
な
り
、
柏
崎

市
は
独
目
の
支
援
策
を
模
索
し
て
い
た
。
そ
こ
に
国

の
伝
承
者
養
成
事
業
を
導
入
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ

と
は
幸
運
で
あ
っ
た
。
以
来
、
．
，
伝
承
者
養
成
講
座
L

を
継
続
し
て
、
今
年
度
で
八
年
目
に
な
る
。

山
第
一
期
の
取
組
み
（
三
年
度

1
五
年
度
）

事
業
名
は
「
文
化
財
保
存
事
業
綾
子
舞
伝
承
活
動
」

で
あ
る
。
ま
ず
講
座
参
加
者
を
確
保
す
る
働
き
か
け

か
ら
始
ま
っ
た
。
座
元
の
人
達
に
加
え
、
鵜
川
を
去

っ
て
、
綾
子
舞
を
離
れ
た
人
た
ち
の
復
惣
へ
の
働
き

特
集
⑰
伝
統
よ
化
の
紘
縫
肴
養
成
の
複
追

恋
の
踊
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闘
日
本
美
術
刀
剣
保
存
協
会
た
た
ら
課
長
吟
臼
士
↑
占
干
土
へ

世
界
に
誇
る
鉄
の
工
芸
品
で
あ
る
日
本
刀
は
、
「
た

た
ら
」
と
呼
ば
れ
る
わ
が
国
古
来
の
製
鉄
法
に
よ
っ

て
生
産
さ
れ
る
「
和
鉄
」
、
特
に
そ
の
中
に
あ
っ
て
極

め
て
品
質
の
優
れ
た
「
玉
鋼
』
を
使
用
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
そ
の
真
価
が
発
揮
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
日
本
刀
製
作
に
と
っ
て
欠
く

こ
と
の
で
き
な
い
玉
鋼
は
、
昭
和
八
年
か
ら
同
二

0

年
に
か
け
て
操
業
さ
れ
た
「
靖
国
た
た
ら
L

を
最
後

に
以
後
ほ
と
ん
ど
生
産
さ
れ
ず
、
ま
た
当
時
の
残
存

分
も
払
底
し
、
そ
の
た
め
に
国
の
重
要
無
形
文
化
財

に
指
定
さ
れ
て
い
る
作
刀
技
術
を
保
存
す
る
う
え
で

危
機
に
直
面
す
る
こ
と
と
な
っ
た

C

そ
こ
で
詞
日
本
美
術
刀
剣
保
存
協
会
は
、
昭
和
五

二
年
に
国
庫
補
助
事
業
と
し
て
、
島
根
県
仁
多
郡
横

田
町
に
残
さ
れ
た
旧
「
靖
国
た
た
ら
L

の
「
高
殿
i

（
た
た
ら
操
業
を
行
う
建
家
）
と
「
炉
床
」
に
修
復
を

加
え
、
さ
ら
に
附
属
施
設
で
あ
る
「
銅
場
」
（
鉄
を
破

に
っ
と
う
ぽ

砕
す
る
建
物
と
装
置
）
な
ど
を
新
設
し
、
「
日
刀
保
た

た
ら
」
と
し
て
復
元
し
、
玉
鋼
の
生
産
及
び
技
術
者

炉
L

.

「
砂
鉄
」
と
ー
木
炭
」
の
装
入
・
「
鑢
出
し
」
の

顧
で
行
わ
れ
、
こ
れ
に
は
七
日
を
要
す
る
。
下
灰
と

は
炉
床
の
保
温
と
乾
燥
を
は
か
る
た
め
、
薪
を
焚
い

て
、
こ
れ
を
「
し
な
え
」
と
い
う
長
い
棒
で
叩
き
し

め
、
い
わ
ゆ
る
カ
ー
ボ
ン
ベ
ッ
ト
を
つ
く
る
作
業
を

い
う
。
下
灰
が
終
わ
る
と
築
炉
に
移
る
が
、
炉
は
「
元

う
わ
が
卜
ぶ

釜
」
。
「
中
釜
」
。
「
上
釜
」
の
順
に
構
築
さ
れ
、
こ
れ

か
ま
っ
ち

に
用
い
る
土
を
「
釜
土
」
と
い
い
、
特
に
釜
土
の
良

否
は
た
た
ら
操
業
に
大
き
く
影
響
す
る
と
こ
ろ
で
あ

る。
炉
の
法
量
は
約
長
さ
二

m
七
O
c
m
、
幅
九
五
c
m
、

高
さ
―

m
二
五
c
m
で
、
炉
の
両
側
に
は
各
二

0
本
（
計

四
0
本
）
の
送
風
管
が
配
さ
れ
、
四
挺
の
木
製
軸
か

の
養
成
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。

第
一
回
目
の
た
た
ら
操
業
は
昭
和
五
二
年
―
]
月

八
日
、
故
高
松
宮
殿
下
の
御
台
臨
を
仰
ぎ
火
が
入
り
、

今
年
で
二

0
年
目
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
は

か
ら
ず
も
文
化
庁
よ
り
本
事
業
の
状
況
に
つ
い
て
の

執
筆
依
頼
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
こ
に
論
ず
る

も
の
で
あ
る
。

こ
芦
茫
だ
ら
製
鉄
と
曰
本
刀

た
た
ら
と
は
、
粘
土
で
築
い
た
炉
で
、
原
料
を
砂

4

>
ご

鉄
と
し
、
燃
料
に
木
炭
を
用
い
、
送
風
動
力
に
輯
を

使
用
し
て
、
極
め
て
純
度
の
高
い
鉄
類
を
生
産
す
る

日
本
古
来
の
製
鉄
法
を
い
う
。
日
本
に
お
け
る
製
鉄

の
歴
史
は
製
鉄
遺
跡
か
ら
み
た
場
合
に
は
六
世
紀
後

半
か
ら
七
世
紀
初
頭
と
さ
れ
る
も
の
が
最
も
古
く

rお
お

そ
の
代
表
的
な
も
の
に
岡
山
県
久
米
郡
久
米
町
の
大

＂
て
う
い
け

蔵
池
南
遺
跡
が
あ
る
。
こ
こ
で
発
見
さ
れ
た
炉
は
、

縦
八
O
c
m
、
横
四
O
c
m
の
長
方
形
で
、
こ
の
よ
う
な

の

小
規
模
の
も
の
を
「
野
だ
た
ら
」
と
い
い
、
近
世
に

入
っ
て
完
成
さ
れ
た
「
高
殿
式
た
た
ら
」
と
区
別
さ

れ
て
い
る

C

ら
発
す
る
風
は
こ
の
管
か
ら
炉
内
へ
送
ら
れ
る
。

作
業
工
程
の
う
ち
、
火
入
か
ら
送
風
停
止
ま
で
の

三
昼
夜
約
七

0
時
間
を
特
に
操
業
と
い
う
が
、
こ
の

間
約
三

0
分
お
き
に
砂
鉄
と
木
炭
が
く
べ
ら
れ
る
が
、

む
ら
げ

炉
を
監
視
し
続
け
砂
鉄
を
装
入
す
る
村
下
（
た
た
ら

お
さ

操
業
の
長
）
に
と
っ
て
は
極
め
て
厳
し
い
仕
事
と
な

ひ
と
よ

り
、
こ
の
三
昼
夜
の
操
業
を
一
代
と
呼
ん
で
い
る
。

一
代
に
用
い
る
砂
鉄
は
約
l

0

t
、
木
炭
は
―
二

は
な
い
だ
に

t
で
、
砂
鉄
は
鳥
取
県
境
近
く
に
位
置
す
る
羽
内
谷

か
ら
採
取
さ
れ
る
も
の
で
、
リ
ン
。
イ
オ
ウ
な
ど
が

ま
ぷ
一
さ
て
つ

非
常
に
少
な
く
、
こ
れ
は
真
砂
々
鉄
と
呼
ば
れ
、
そ

の
品
質
の
良
さ
は
世
界
的
に
も
有
名
で
あ
る
。

三
昼
夜
の
操
業
が
終
え
る
と
錫
出
し
へ
移
る
。
鱚

出
し
は
総
勢
―
―
名
が
配
置
に
つ
き
、
村
下
の
合
図

で
炉
を
崩
し
、
鋳
を
取
り
出
す
。
鋳
の
形
状
は
長
方

撫
形
で
、
法
量
は
長
さ
約
平
均
二

m
六
O
c
m
、
幅
九

o
c
m
、
璽
冒
三
t
近
く
、
こ
の
中
か
ら
玉
鋼
、
そ

の
他
銑
な
ど
が
「
鋼
造
師
」
の
手
に
よ
っ
て
選
び
出

さ
れ
る
。

以
上
が
た
た
ら
操
業
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
が
、
こ

れ
に
は
前
述
し
た
と
お
り
七
日
間
を
要
し
、
そ
の
配

分
は
準
備
作
業
に
三
日
、
操
業
に
一
二
曰
、
錯
出
し
に

一
日
で
あ
り
、
技
術
者
の
養
成
は
こ
の
作
業
全
体
を

通
じ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
現
在
木
原
明
村

下
等
の
指
導
の
も
と
に
九
名
の
者
が
研
修
作
業
に
あ

た
っ
て
い
る
。

研
修
（
た
た
ら
操
業
）
は
毎
年
一
月
中
旬
よ
り
二

月
の
初
旬
ま
で
四
代
（
四
回
11
ニ
八
日
間
、
た
だ
し

補
助
対
象
は
こ
の
う
ち
の
三
代
i
i
二
―
日
間
）
行
わ

れ
、
一
見
研
修
時
間
が
少
な
い
よ
う
に
と
ら
れ
る
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
研
修
に
あ
た
っ
て
は
砂

鉄
。
釜
土
の
採
取
、
炭
焼
き
、
ま
た
操
業
後
に
お
け

る
鋳
の
破
砕
選
鉱
と
い
っ
た
よ
う
に
仕
事
は
誠
に
多

岐
に
わ
た
り
、
ほ
ぼ
年
間
を
通
し
て
の
仕
事
と
い
っ

て
よ
い
。

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
本
協
会
は
昭
和
五
二
年
、

た
た
ら
製
鉄
を
復
活
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
か
ら
選

定
保
存
技
術
保
存
団
体
と
し
て
、
ま
た
村
下
で
あ
る

安
部
由
蔵
氏
（
明
治
三
五
年
生
ま
れ
）
、
久
村
歓
治
氏

（
明
治
―
―
―
六
年
生
ま
れ
）
（
共
に
物
故
）
の
二
名
が
選

定
保
存
技
術
保
持
者
と
し
て
認
定
さ
れ
、
文
化
庁
の

指
導
の
も
と
に
技
術
者
の
養
成
を
行
う
こ
と
と
な
っ

こ。
ナー

そ
し
て
昭
和
六
一
年
に
は
養
成
員
で
あ
っ
た
木
原

明
氏
（
昭
和
一

0
年
生
ま
れ
。
横
田
町
在
住
）
が
新

た
に
認
定
を
受
け
る
こ
と
と
な
り
、
前
述
の
と
お
り

現
在
日
刀
保
た
た
ら
で
は
村
下
木
原
明
氏
と
村
下
代

行
の
渡
部
勝
彦
氏
の
指
導
の
も
と
に
九
名
の
後
継
者

が
養
成
さ
れ
、
そ
の
成
果
が
明
確
に
か
な
っ
て
い
る

こ
と
は
誠
に
も
っ
て
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。

去
る
一
月
一
五
日
、
本
年
度
初
の
日
刀
保
た
た
ら

の
火
入
式
が
行
わ
れ
た
。
期
せ
ず
し
て
こ
の
日
は
成

人
の
日
で
あ
り
、
成
人
し
た
日
刀
保
た
た
ら
の
姿
を

頼
も
し
く
感
じ
た
次
第
で
あ
る
。

選
定
保
存
技
術
「
玉
鋼
製
造
」

「
日
刀
た
た
ら
」
創
設
二

0
年
を
迎
え
る

墨

高
殿
式
た
た
ら
と
は

r

野
だ
た
ら
が
山
野
で
小
規

模
に
営
ま
れ
る
の
に
対
し
、
建
家
の
中
で
大
量
の
砂

鉄
と
木
炭
を
も
と
に
大
型
炉
で
大
規
模
に
営
ま
れ
、

「
鉄
」
．
「
鋼
」
．
「
銑
」
な
ど
を
大
量
に
生
産
す
る
も
の

で
あ
る
。
前
述
の
と
お
り
鋼
の
中
で
も
特
に
優
れ
た

部
分
を
玉
鋼
と
い
う
が
、
こ
れ
は
主
に
日
本
刀
の
材

料
に
、
ま
た
銅
に
比
べ
て
炭
素
量
の
多
い
銑
は
鋳
物

用
に
、
ま
た
鉄
は
農
工
具
な
ど
に
供
さ
れ
、
た
た
ら

は
わ
が
国
に
お
け
る
製
鉄
史
上
極
め
て
重
要
な
存
在

と
し
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
。

わ
が
国
に
お
け
る
鉄
の
工
芸
品
は
、
ほ
ぽ
明
治
に

至
る
ま
で
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
た
た
ら
製
鉄
に
依
存
さ

れ
て
き
た
。
し
か
し
残
念
な
こ
と
に
「
洋
鉄
L

（
外
国

産
の
鉄
）
が
導
入
さ
れ
る
と
、
多
く
の
鉄
工
芸
品
は

和
鉄
か
ら
洋
鉄
に
か
わ
り
、
そ
の
た
め
に
そ
の
工
芸

品
の
も
つ
べ
き
機
能
の
低
下
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な

っ
た
。日

本
刀
が
そ
の
用
を
終
え
、
今
日
新
た
に
美
術
工

芸
品
と
し
て
息
づ
い
て
い
る
の
は
、
日
本
刀
独
特
の

「
折
り
返
し
鍛
錬
＼
「
芯
鉄
」
と
「
皮
鉄
」
に
よ
る
複

合
体
、
そ
し
て
焼
入
れ
と
い
っ
た
、
い
ろ
い
ろ
な
高

度
な
技
術
が
あ
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
が
、
そ
れ
以
前

に
最
も
重
要
な
の
は
日
本
刀
の
素
材
に
優
秀
な
玉
鋼

が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。

こ
~
]
だ
だ
ら
操
業
と
技
術
者
の
養
成

ぎ
5
，
ざ

し
た
は
い

た
た
ら
製
鉄
は
ま
ず
「
下
灰
」
か
ら
始
ま
り
、
「
築

特
集
＠
伝
統
文
化
の
紘
縫
肴
養
咸
の
復
追
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伝統文化を未来に川b 承するために

文化財保護部伝統文化課

訃
翌

認

宮翠翠
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袷
苫
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保
持
団
体
の
作
品
及
び
製
作
工
程
見
本
、
選
定
保

存
技
術
保
持
者
や
保
存
団
体
の
関
係
資
料
を
展
示

す
る
展
覧
会
で
、
文
化
庁
・
開
催
都
道
府
県
教
育

委
員
会
・
開
催
館
と
が
共
催
す
る
。
平
成
九
年
度

は
、
秋
田
県
立
博
物
館
（
会
期
二
平
成
九
年
一
―

月
二
日

1
―
二
月
三
日
）
、
石
川
県
立
美
術
館
（
会

期
」
干
成
―

0
年
一
月
四
日

1
二
月
一
日
）
の
二

会
場
で
開
催
す
る
。

②
無
形
民
俗
文
化
財
に
係
る
-
―

一

人

材

の

養

成

・

確

保

一

衣
食
住
•
生
業
・
信
仰
。
年
中
行
事
等
に
関
す
る

風
俗
慣
習
の
う
ち
国
民
の
基
盤
的
な
生
活
文
化
の
特

色
を
示
す
も
の
、
民
俗
芸
能
の
う
ち
芸
能
の
発
生
、

成
立
、
変
遷
の
過
程
を
示
す
も
の
を
重
要
無
形
民
俗

文
化
財
に
指
定
し
て
い
る
。

①
民
俗
文
化
財
地
域
伝
承
活
動
補
助
（
補
助
金
）

重
要
無
形
民
俗
文
化
財
の
後
継
者
養
成
事
業
・

現
地
公
開
事
業
、
無
形
民
俗
文
化
財
の
伝
承
教

室
・
講
習
会
・
周
知
事
業
に
必
要
な
経
費
に
対
し

補
助
を
行
っ
て
い
る
。

②
国
際
民
俗
芸
能
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

ア
ジ
ア
の
民
俗
芸
能
は
、
日
本
の
民
俗
芸
能
と

関
連
が
深
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
民
俗
芸
能
を

日
本
に
招
へ
い
し
、
日
本
の
民
俗
芸
能
と
一
緒
に

公
演
す
る
。
平
成
九
年
度
は
、
中
国
、
韓
国
、
フ

文
化
財
保
護
法
で
は
、
「
有
形
文
化
財
」
、
「
無
形
文

化
財
』
「
民
俗
文
化
財
」
、
「
記
念
物
」
、
「
伝
統
的
建

造
物
群
」
の
五
つ
の
分
野
が
文
化
財
と
し
て
定
義
さ

れ
て
お
り
、
固
の
保
護
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
ま

た
、
文
化
財
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
埋
蔵

文
化
財
」
、
「
文
化
財
保
存
技
術
」
に
つ
い
て
も
同
様

に
保
護
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

文
化
庁
文
化
財
保
護
部
伝
統
文
化
課
で
は
、
こ
の

う
ち
「
無
形
文
化
財
」
、
「
民
俗
文
化
財
」
、
「
文
化
財

保
存
技
術
」
の
保
護
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の

な
か
で
民
俗
文
化
財
の
有
形
部
分
、
つ
ま
り
有
形
民

俗
文
化
財
以
外
は
、
目
に
見
え
な
い
技
芸
、
技
術
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
伝
統
文
化
を
こ
れ
ま
で
守
り
伝
え

て
き
た
の
は
人
で
あ
り
、
今
後
も
守
り
伝
え
て
い
く

の
も
人
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
文
化
庁
で
は
、
伝
統
文
化

を
支
え
る
人
材
の
養
成
・
確
保
を
重
要
課
題
と
し
て

次
の
よ
う
な
施
策
を
講
じ
て
い
る
。

誓芸文『＝□□
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ィ
リ
ピ
ン
の
三
ヵ
国
か
ら
招
へ
い
し
、
犬
山
市
民

文
化
会
館
（
平
成
九
年
一

O）
月
i
-
日
、
―
ニ

日
）
、
江
津
布
総
合
市
民
セ
ン
タ
ー
（
平
成
九
年
一

0
月
一
八
日
、
一
九
日
）
、
長
野
県
県
民
文
化
会
館

（
平
成
九
年
一

0
月
二
五
日
、
二
六
日
）
の
三
会
場

で
関
催
し
た
。

斐

化

財

保

存

技

術

に

係

る

一

―

ロ

ー

人

材

の

養

成

」

屑

竺

文
化
財
の
保
存
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
伝
統
的

な
技
術
ま
た
は
技
能
で
保
存
の
措
置
を
誼
ず
る
必
要

が
あ
る
も
の
を
選
定
保
存
技
術
に
選
定
し
、
こ
れ
ら

の
技
術
ま
た
は
技
能
を
正
し
く
体
得
し
て
い
る
人
ま

た
は
選
定
保
存
技
術
の
保
存
上
適
当
と
認
め
ら
れ
る

事
業
を
行
う
団
体
を
、
保
持
者
ま
た
は
保
存
団
体
と

し
て
認
定
し
て
い
る
。

①
文
化
財
保
存
技
術
保
存
事
業
（
補
助
金
）

選
定
保
存
技
術
保
持
者
。
保
存
団
体
の
行
う
後

継
者
養
成
・
技
術
の
錬
磨
な
ど
の
事
業
に
必
要
な

経
費
に
対
し
補
助
を
行
っ
て
い
る
。

②
文
化
財
保
存
修
理
技
術
者
養
成
研
修

文
化
財
保
存
修
理
に
従
事
す
る
中
堅
技
術
者
が
、

よ
り
高
度
な
技
術
及
び
知
識
を
修
得
す
る
た
め
に
、

文
化
財
保
存
修
理
を
行
っ
て
い
る
個
人
も
し
く
は

団
体
の
も
と
で
、
特
定
の
研
修
内
容
。
研
修
目
的

に
沿
っ
て
行
う
研
修
に
対
し
、
研
修
費
を
交
付
す

特
集
◎
伝
統
よ

る
も
の
で
あ
る
。

文
化
財
に
指
定
し
、
そ
の
技
芸
・
技
術
を
高
度
に
体

現
す
る
人
、
団
体
を
保
持
者
又
は
保
持
団
体
に
認
定

し
て
い
る
。

①
重
要
無
形
文
化
財
保
存
特
別
助
成
金
（
補
助
金
）

重
要
無
形
文
化
財
保
持
者
（
い
わ
ゆ
る
人
間
国

宝
）
が
行
う
、
後
継
者
養
成
や
保
持
者
自
身
の
技

芸
。
技
術
の
錬
磨
に
必
要
な
経
費
（
材
料
費
、
備

品
購
入
費
な
ど
）
に
対
し
補
助
を
行
っ
て
い
る
。

②
重
要
無
形
文
化
財
保
持
団
体
伝
承
補
助
（
補
助
金
）

重
要
無
形
文
化
財
保
持
団
体
が
行
う
、
後
継
者

贅
成
な
ど
の
事
業
に
必
要
な
経
費
（
講
習
会
、
成

果
発
表
会
な
ど
）
に
対
し
補
助
を
行
っ
て
い
る
。

③
重
要
無
形
文
化
財
等
公
開
補
助
（
補
助
金
）

置
要
無
形
文
化
財
等
の
公
開
に
必
要
な
経
聟

（
会
場
費
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
作
成
費
、
作
品
等
運
搬

費
）
に
対
し
捕
助
を
行
っ
て
い
る
（
日
本
伝
統
工

芸
展
、
能
楽
特
別
鑑
賞
会
、
組
踊
特
別
鑑
賞
会
）
。

④
伝
統
文
化
伝
承
総
合
支
援
事
業
（
補
助
金
）

無
形
文
化
財
，
民
俗
文
化
財
。
文
化
財
保
存
技

術
の
う
ち
、
地
方
公
共
団
体
が
保
存
伝
承
計
画
を

策
定
し
て
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
伝
統
文
化
の

後
継
者
養
成
事
業
な
ど
に
必
要
な
経
費
（
請
習
会
、

成
果
発
表
会
な
ど
）
に
対
し
補
助
を
行
っ
て
い
る
。

⑤
日
本
の
わ
ざ
と
美
展

重
要
無
形
文
化
財
保
持
者
や
重
要
無
形
文
化
財

の
紘
縫
肴
養
成
の
複
追
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（大分県竹田市）

撮影／三沢梱昭

震業用水を湮芍だめにつくられた石造の橋。円形のアーチを坦いだ構造で、上部に水路

（大分果ではこれを「井路」と暉ぶ）ガある。「石供橋Jは石造のアーチ橋を意昧する。少

しわかりにくいか写真をよく見ると橋のJ:面と平行に線が入ってあり、線を境に石の積

み方ガ違っている。この線tiら上が水路となっているのである。

大分票竹田市及び周辺の一帯は、 Wあいの地で広い耕地を腟保可ることが困難であっだ。

このだめ、数少ない平地を耕地に芍る動要があり、そこに水を引くことガ大きな課題とな

つだ。一方、大分賑には、地元で産出する石材を利用して、江戸時代以来多くの石橋ガつ

くられていだ。そこで、石橋の上に水蕗を通可ことによって、水源力ら各所に水を配百て

とガ可能になり、多くの芍地ガつくられたのである。石造の水路橙は、この地万の震業発

展に大きく貴献しだ建造吻なのである。

この嬌lei:、道路と河川を越えて井路を通芍地I要ガある場所につくられている。 2つの大

きなアーチで道路と通1いをまだぐ姿ガ美しく、テザイン・建股年代・用途が異なる 3つの

橋（水路橋、道路橋．、鉄道橋）が並ぶ景観も独特で美しい。

（文化財保誤部建造物課文化財調査官 後藤 治）

前の世代の人から伝えられ、次の世代の人へ伝えていく伝統文化。

その伝承は、たくさ／ぃ 0)人々の努力によって成し遂げられるものて

はなl.」でしょうか。

さて、振り返って私はと考えてみると、伝統文化に挑わった記憶

がありません。お祭りといえば屋台の焼きそば、たこ焼き。そこで

演じられる太鼓や踊りにはなにも興味を持たずに30数年。恥ずかし

い限りです。皆さんはいかがでしょうか。私と同じだという人、せ

めてテレビでもいいから、伝統文化に触れてみませんか。きっと子

どものころ 0)なっかしい気持ちがよみがえるでしょう。

（追伸）

初めて文化庁月報の特集を担当しました（．正直これほど大変だと

は考えてもみませんでした。特集の原稿を書いて下さった皆様方、

ありがとうございました。この場をf昔りてお礼を申し．l-．げます。
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