
浜小屋か消えていく
上州小正月ツクリモノ収集のころ

民俗文化財を現代生活にとう伝えるか
（石原義扇／鎌田久子／向山勝貞／真島俊ー／上江洲均（司会）〕

遠山敦子 20

働著作権法利用講座⑭…，．．．，．．， •34

®芸術文化振興基金ニュース，••46
鬱今月の国立劇場・・…•,......
鬱編集後記・・....●....................43 

lil座談会

冒中国を訪問して

幸艮

4
 

。『歩きみ・ふれる歴史の直のシンボルマーワ決定・・・35

•重要文化財の新指定選定（建造物）．．．．．。• ••…… •••35 

二／国イニニ：：内一ロニロ］

1995 N0518 

福田 進 16

阪本英ー 18

ー

J

0
 

C
 

63
催

科

常

黄

。
開
究
非
大

、・,'岳
れ

を

研

学

J

作

ま

展

術

・

大

屈

上

生

個

美

期

家

買

県

、

院

短

作

庁

島

品

学

子

う

化

徳

出

大

女

担

文

年

て

学

院

を

度

40
京

大

学

代

年

和

東

術

戸

次

5

昭

・

芸

神

r

成
，
＇
都
立
り
年

ぽ

き

京

市

よ

5

0

作

ま

・

都

年

成

屈

ed
紀

；

這

麟

5

0
鯛

叩

真

ぐ

ら

4

c

師

は

n
口

に

か

成

了

誘

在

U
谷

た

年

平

修

勤

現I

L

 



t
:
t

a
荘
：
ー
l
i
奇
を
多
9
,
1
:
1
，
．
よ
．
．
＇
，
葛
．
‘
:
`
`
‘
•
9
誌
ず
｝
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
；

．．
 
t
；
：
象
食
条
娑
蕊
3
ぎ
ー
，
ぎ
蕊
羞
且
，
．
｀
，
1
•
9
ー
、
．
ぷ
娑
g
晏
急

ー
喜
蕊
忍
経
翡
甕
喜
墨
棧
璽
贔
穏
月

9

慈
裟
翌
t

§
l
9
9
!
§

く
~
各
i
父
3
,
'
v
,
:

、
ぶ
虔
鸞
穏
餐
§
g
倍
喜
芍
姿

I
特集 I

ーロ瓜俗文化財ーの保存と活用 ］I---― 座談会

I
I

l --  
:0  :,;  9 [ : : :夏:,~ iI
喜履皇和ミ墨履麗冒と、員ぉ、百 I
亨嘉員胃で胃｝：奇冒襄讐昌 I
おあ在に夏 L わ吋二の伺形

話 り 百 至 俗 州 け め ＋ 歩 い 民 I
虐［摩：胃言i]贔，；忍雙 I
めが五い しが可のつと化

て‘件るヵゞま ‘ 民 文 い 思 財 ’

い 本 の わ → し 二 俗 化 て い の I
き日重け民ら十沓財少ま保息

：：筵胃t‘讐さ贔［斗塁信九夏！
と末形。化らのが法か 活 I
思指民以！］しに法含のり 用i

ヽ

な

ん

で

す

。

こ

の

時

期

は

、

民

俗

芸

能

の

調

査

が

進

ん

で

、

無

形

民

俗

文

化

財

の

指

定

が

進

み

ま

し

た

。

四

十

年

代

に

な

り

ま

す

と

、

地

域

単

位

の

民

俗

調

査

が

進

め

ら

れ

ま

し

た

c

五

十

年

代

に

は

、

民

俗

の

各

テ

ー

マ

ご

と

の

鯛

査

が

、

例

え

ば

民

詞

手

工

業

技

術

等

に

つ

い

て

、

い

L
っ
か
い

ず

れ

も

全

県

的

な

規

模

で

の

悉

皆

調

査

が

行

わ

れ

て

い

ま

す

。そ

れ

と

、

八

ミ

リ

映

画

、

ビ

デ

オ

な

ど

の

映

個

に

よ

る

記

録

作

業

が

ず

い

ぶ

ん

進

む

よ

う

に

な

っ

て

き

ま

す

。

こ

う

い

う

映

像

に

よ

る

民

俗

の

記

録

は

、

非

常

に

大

き

な

エ

ポ

ッ

ク

で

は

な

い

か

と

思

い

ま

す

。

鹿

児

島

の

場

合

、

種

子

島

と

か

奄

美

と

か

、

い

ろ

用
活

ぃ

ろ

な

地

域

的

特

色

の

あ

る

丸

大

↓

可

の

製

造

工

程

の

と

映

像

に

よ

る

記

録

が

行

わ

れ

る

よ

う

に

な

り

ま

し

た

。

こ

う

し

て

み

る

と

、

行

政

サ

イ

ド

と

し

て

は

、

き

存
r,

呆
r¢ 

の

ょ

う

の

話

題

の

有

形

民

俗

文

化

財

の

保

護

に

つ

い

て

財

は

非

常

に

手

薄

だ

っ

た

な

と

い

う

感

じ

が

し

ま

す

。

1
こ

れ

に

は

実

は

鹿

児

島

の

特

殊

事

情

が

あ

り

ま

す

。

ぃ

、

レ

3

□

文
□

俗

昭

和

四

士

二

年

に

、

明

治

百

年

の

記

念

事

業

の

一

環

民

と

し

て

、

県

の

総

合

博

物

館

「

黎

男

詞

を

つ

く

ろ

ジノ
汗

う

と

い

う

こ

と

に

な

っ

た

ん

で

す

。

そ

の

資

料

調

査

有

の

一

っ

と

し

て

有

形

民

俗

資

料

の

調

査

が

進

め

ら

れ

/
‘
 

集

た

ん

で

す

。

一

方

で

こ

う

い

う

仕

事

を

県

と

し

て

進

特

め

て

い

た

も

の

で

す

か

ら

、

そ

っ

ち

の

ほ

う

は

任

せ

て

お

こ

う

と

い

う

こ

と

で

r

無

形

民

俗

中

心

の

調

査

活

動

が

進

ん

で

き

た

と

い

う

こ

と

で

す

。

私

は

幸

い

に

も

両

方

に

関

係

さ

せ

て

い

た

だ

い

て

、

非

常

に

い

い

勉

強

を

し

ま

し

た

。

い

わ

ば

有

形

と

無

形

と

二

本

立

て

で

詞

査

で

き

た

と

い

う

こ

と

で

す

。

し

か

し

、

有

形

だ

け

を

限

定

的

に

調

査

し

て

い

く

こ

と

は

不

可

能

で

、

や

は

り

有

形

の

民

俗

文

化

財

を

知

る

た

め

に

は

、

ど

う

し

て

も

そ

の

背

景

に

あ

る

無

形

の

も

の

を

知

ら

な

い

と

い

け

な

い

。

こ

れ

に

つ

い

て

は

非

常

に

議

論

に

な

っ

た

と

こ

ろ

で

す

。

行

政

的

な

ピ

シ

ッ

と

分

け

て

し

ま

う

考

え

方

と

、

研

究

者

の

方

々

の

、

混

然

一

体

を

な

し

て

民

俗

と

い

う

も

の

は

成

立

す

る

ん

だ

と

い

う

考

え

方

が

、

な

か

な

か

う

ま

く

か

み

合

わ

な

い

と

い

う

経

験

を

し

ま

し

た

。

上

江

洲

続

き

ま

し

て

、

海

の

博

物

館

館

長

の

石

原

先

生

お

願

い

し

ま

す

。

海

の

博

物

館

に

は

海

に

関

す

る

資

料

を

中

心

に

た

く

さ

ん

の

資

料

が

収

納

。

展

示

さ

れ

て

い

ま

す

。

そ

の

う

ち

の

七

千

点

近

い

漁

摺

用

具

関

係

の

資

料

が

重

要

有

形

民

俗

文

化

財

の

指

定

を

受

け

て

い

ま

す

。

博

物

誼

の

現

場

か

ら

の

視

点

で

お

願

い

し

ま

す

。

石

原

海

の

博

物

館

は

、

運

営

が

小

さ

な

民

間

の

財

団

法

人

で

す

。

漁

村

の

振

興

と

か

、

漁

村

青

年

の

教

育

と

い

う

こ

と

を

や

っ

て

き

た

わ

け

で

す

が

、

昭

和

上

江

洲

導

入

と

し

て

各

先

生

方

に

有

形

民

俗

文

化

財

と

の

出

合

い

か

ら

お

話

を

伺

い

た

い

と

思

い

ま

す

r
)

昨

年

ま

で

鹿

児

島

県

教

育

庁

で

文

化

課

長

を

務

め

て

お

ら

れ

ま

し

た

向

山

先

生

、

保

襲

行

政

の

立

場

か

ら

お

話

し

い

た

だ

け

ま

す

か

。

向

山

こ

の

座

談

会

を

機

会

に

、

．

鹿

児

島

県

に

お

け

る

民

俗

文

化

財

と

行

政

と

の

関

わ

り

を

ざ

っ

と

た

ど

っ

て

み

た

ん

で

す

が

、

昭

和

―

二

十

年

代

は

、

民

俗

文

化

財

と

行

政

と

の

か

か

わ

り

合

い

が

始

ま

っ

た

時

期

三

十

年

代

の

終

わ

り

か

ら

四

十

年

代

の

初

め

に

か

け

て

、

漁

業

が

大

き

く

曲

が

り

角

を

迎

え

た

時

期

に

、

財

団

と

し

て

何

か

ほ

か

に

や

れ

る

こ

と

は

な

い

か

と

い

う

こ

と

を

考

え

ま

し

た

。

そ

れ

で

は

漁

村

の

こ

と

を

一

般

の

皆

さ

ん

に

知

っ

て

い

た

だ

く

よ

う

な

博

物

館

づ

く

り

を

し

よ

う

で

は

な

い

か

と

い

う

こ

と

に

な

っ

た

わ

け

で

す

。

で

悶

博

物

館

を

つ

く

る

た

め

に

は

ど

う

し

た

ら

い

い

か

。

ま

ず

、

基

本

的

に

は

「

も

の

」

が

な

け

れ

ば

話

に

な

ら

な

い

と

い

う

こ

と

で

、

漁

拐

用

具

と

か

、

加

工

・

販

売

用

具

と

か

、

あ

る

い

は

漁

村

の

生

活

用

具

と

い

っ

た

よ

う

な

も

の

を

と

に

か

く

無

差

別

に

集

め

よ

う

で

は

な

い

か

と

い

う

こ

と

で

昭

和

四

十

四

年

か

ら

や

り

だ

し

た

わ

け

で

す

。

十

数

年

た

ち

ま

し

て

、

資

料

が

膨

大

に

な

っ

て

入

れ

て

お

く

場

所

が

な

い

。

指

定

を

受

け

た

ら

収

蔵

庫

を

つ

く

っ

て

も

ら

え

る

と

い

う

話

が

出

て

き

た

も

の

で

す

か

ら

、

そ

れ

で

は

一

番

大

き

な

収

蔵

庫

を

つ

く

ろ

う

と

い

う

発

想

で

、

六

千

八

百

七

十

九

点

と

い

う

膨

大

な

漁

拐

用

具

の

指

定

を

い

た

だ

い

た

わ

け

で

す

。

以

降

も

資

料

を

集

め

続

け

、

現

在

r

実

物

資

料

だ

け

で

四

万

点

ぐ

ら

い

に

な

り

ま

し

た

。

私

た

ち

は

漁

村

に

あ

る

も

の

な

ら

何

で

も

、

農

具

で

も

、

お

蚕

さ

ん

の

道

具

で

も

、

鍋

で

も

釜

で

も

、

何

で

も

集

め

よ

う

と

。

そ

れ

を

残

し

て

お

く

こ

と

が

民
具
と
の
出
合
い



い
ま
す
。

上
江
洲
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
鎌
田
先
生
、
学

校
現
場
と
国
の
文
化
財
保
護
審
識
会
の
専
門
調
査
会

や
世
田
谷
区
の
委
員
と
し
て
、
ま
た
女
性
の
お
立
場

も
含
め
て
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

鎌
田
私
は
戦
後
ま
も
な
く
柳
田
国
男
先
生
の
と
こ

ろ
に
伺
っ
た
ん
で
す
が
、
先
生
の
場
合
は
物
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
、
と
に
か
く
急
激
な
世
相
の
変
化
で
心

の
ほ
う
が
失
わ
れ
て
い
く
の
が
目
に
見
え
て
恐
ろ
し

い
、
大
変
悲
し
い
と
い
う
こ
と
を
強
く
言
わ
九
て
お

り
ま
し
た
。

道
具
が
あ
れ
ば
、
そ
の
実
物
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

使
い
心
地
と
か
、
あ
る
い
は
住
み
心
地
と
か
、
着
心

、
そ
う
い
う
も
の
に
必
ず
注
意
し
な
け
れ
ば

い
と
。
そ
ち
ら
の
ほ
う
に
視
点
を
当
て
る
見

わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
わ
け
な
ん
で
す
。

こ

ん

わ

じ

ろ

う

の
と
き
に
、
今
和
次
郎
さ
ん
の
『
日
本
の
民

い
う
本
を
見
た
ん
で
す
が
、
そ
こ
に
は
山
で

こ
り
の
家
で
し
ょ
う
か
、
間
取
り
が
―
つ
で
、

布
団
が
積
ん
で
あ
る
、
茶
碗
が
置
い
て
あ
る

繋
描
い
て
あ
る
ん
で
す
。

ろ
が
、
私
が
学
び
は
じ
め
た
こ
ろ
の
民
俗
学

布
団
の
置
き
方
が
ど
う
の
、
茶
碗
が
ど
う
の

の
は
一
切
話
題
に
出
な
い
ん
で
す
。
そ
う
す

物
は
ど
こ
へ
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
と
い
う

上
江
洲
先
生
万
そ
れ
ぞ
れ
に
ど
の
よ
う
に
民
具
と

民
硲
文
化
財
の
基
本
的
な
考
え
方

7
 

博
物
館
の
仕
事
だ
と
い
う
考
え
方
を
基
本
に
し
て
作

業
を
進
め
て
い
ま
す
。
幸
か
不
幸
か
民
間
で
す
か
ら
、

経
済
的
に
は
非
常
に
難
し
い
で
す
が
、
相
当
自
由
に

収
集
活
動
が
で
き
る
と
い
う
部
分
も
あ
り
ま
す
。

上
江
洲

T
E
M研
究
所
の
真
島
所
長
お
願
い
し
ま

す。

T
E
M研
究
所
で
は
伝
統
的
建
造
物
群
の
保
存

に
も
協
力
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
し
、
重
要
有
形

民
俗
文
化
財
の
収
蔵
庫
の
設
計
な
ど
も
し
て
お
ら
れ

ま
す
。
ま
ず
最
初
の
関
わ
り
か
ら
ど
う
ぞ
。

真
島
ま
ず
、
私
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
仕
事
を
す
る

よ
う
に
な
っ
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
私
は
大
学
生
の

こ
ろ
美
術
大
学
で
建
築
の
設
計
の
勉
強
を
し
て
い
ま

し
た
。
四
年
生
に
な
っ
て
、
た
ま
た
ま
佐
渡
に
行
き

ま
し
た
。

私
が
大
学
で
勉
強
し
た
の
は
、
超
高
層
ビ
ル
を
つ

く
っ
て
、
近
代
的
な
産
業
を
支
え
る
た
め
の
技
術
教

育
で
あ
り
、
建
物
を
美
し
い
も
の
に
設
計
す
る
と
い

う
教
育
だ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
た
ま

た
ま
旅
に
行
っ
た
と
こ
ろ
が
近
代
的
な
も
の
が
ぜ
ん

ぜ
ん
な
い
ん
で
す
。
こ
こ
は
確
か
に
電
気
は
き
て
い

る
け
れ
ど
も
、
近
代
的
な
も
の
が
少
な
く
て
、
し
か

し
皆
さ
ん
活
気
に
満
ち
て
、
楽
し
く
、
子
供
も
よ
く

手
伝
い
を
し
て
い
る
し
、
網
上
げ
も
し
て
い
る
。
何

か
違
う
ん
で
す
よ
ね
、
大
学
で
教
え
ら
れ
た
こ
と
と
。

私
が
見
た
世
界
は
、
家
族
で
生
活
す
る
場
と
し
て

の
姿
が
村
の
た
た
ず
ま
い
に
現
れ
て
い
る
の
で
す
。

村
の
中
や
海
辺
で
そ
れ
を
見
ち
ゃ
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
の
海
辺
の
村
の
生
活
感
と
い
う
の
が
た
ま
ら
な
く

す
ば
ら
し
か
っ
た
ん
で
す
。

そ
れ
に
驚
い
て
、
訓
査
に
入
っ
て
み
た
ん
で
す
。

そ
の
う
ち
村
人
と
つ
き
合
う
こ
と
が
多
く
な
っ
て
、

村
の
若
い
人
た
ち
か
ら
い
っ
ぱ
い
話
が
き
け
る
よ
う

に
な
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
は
活
気
が
あ
っ
ご
要
不

要
が
は
っ
き
り
し
て
い
て
、
子
供
の
位
置
つ
け
、
家

族
、
村
の
運
営
の
姿
な
ど
全
部
見
え
る
ん
て
す
。

そ
の
う
ち
大
学
で
宮
本
常
一
先
生
か
ら
、
要
す
る

に
有
形
民
俗
文
化
財
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
、
生
活

す
る
形
と
い
う
も
の
が
ど
う
い
う
も
の
か
ず
い
ぶ
ん

教
え
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
す
。

私
が
村
に
入
っ
て
い
た
昭
和
四
十
年
代
は
、
電
気

洗
濯
機
な
ど
の
近
代
的
な
生
活
利
器
が
村
の
生
活
を

変
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
見
る
間
に
村
が
近
代
的
な

装
置
に
切
り
か
わ
っ
て
い
く
時
代
な
ん
で
す
。

こ
と
が
長
い
間
心
の
中
に
は
あ
っ
た
わ
け
な
ん
で
す
。

世
田
谷
区
の
民
俗
文
化
財
の
第
一
号
に
な
っ
た
の

は
ご
く
普
通
の
家
で
、
そ
こ
は
ご
飯
を
食
べ
る
と
こ

ろ
が
狭
く
て
、
一
畳
ぐ
ら
い
の
板
の
間
で
食
べ
る
ん

で
す
。
実
際
に
聞
い
て
み
る
と

r

上
が
り
鼻
の
と
こ

ろ
に
お
嫁
さ
ん
が
ち
ょ
こ
っ
と
座
る
、
そ
の
隣
に
子

供
が
座
る
、
お
じ
い
さ
ん
は
皆
の
ほ
う
を
向
い
て
畳

に
座
る
。
土
足
の
人
は
、
土
間
に
台
を
持
っ
て
き
て
、

そ
れ
に
腰
掛
け
て
足
を
洗
わ
な
い
ま
ま
御
飯
を
食
べ

た
。
そ
の
一
畳
ぐ
ら
い
の
と
こ
ろ
が
台
所
で
、
あ
と

は
勝
手
な
ん
で
す
。
勝
手
と
台
所
な
ん
て
い
う
の
は

私
の
中
で
は
混
然
と
し
て
い
た
の
に
、
非
常
に
使
い

分
け
が
明
確
で
、
び
っ
く
り
し
た
ん
で
す
。

実
際
に
、
お
ば
あ
さ
ん
た
ち
が
座
っ
て
示
し
て
く

れ
る
と
、
そ
れ
が
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。

そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
私
が
今
ま
で
や
っ
て
き

た
民
俗
調
査
は
、
あ
る
意
味
で
頭
の
中
の
調
査
だ
っ

た
と
思
っ
た
ん
で
す
。
こ
れ
は
も
う
一
回
勉
強
し
な

気
が
つ
く
と
、
村
中
に
ク
モ
の
巣
み
た
い
に
電
線

が
は
ら
れ
、
浜
の
広
場
に
自
動
車
が
入
っ
て
駐
車
場

に
な
っ
て
い
く
。
子
供
た
ち
の
遊
び
場
も
片
隅
に
追

い
や
ら
れ
て
狭
く
な
る
。
空
き
地
に
も
建
物
が
建
ち

始
め
て
、
家
の
中
に
も
サ
ッ
シ
ュ
が
入
っ
て
、
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
の
桶
が
入
っ
て
、
今
ま
で
使
っ
て
い
た
桶

や
民
具
が
山
の
よ
う
に
納
屋
に
積
ま
れ
て
い
っ
た
ん

で
す
。そ

の
頃
、
お
寺
の
住
職
の
林
さ
ん
が
廃
校
に
な
っ

た
学
校
に
手
弁
当
で
民
具
を
集
め
始
め
た
ん
で
す
。

私
た
ち
は
間
取
り
な
ど
詞
べ
て
い
た
の
で
、
そ
の
惰

報
を
提
供
す
る
よ
う
な
か
た
ち
で
協
力
し
ま
し
た
。

実
は
、
集
め
ろ
と
村
に
働
き
か
け
た
の
は
宮
本
先
生

だ
っ
た
ん
で
す
が
。

調
査
を
進
め
る
う
ち
に
、
村
人
の
ほ
う
で
も
何
か

村
づ
く
り
を
や
り
た
い
と
い
う
意
同
が
出
て
き
て
、

そ
の
一
っ
と
し
て
、
町
並
み
保
存
が
出
て
く
る
ん
で

す
。
二
十
五
年
た
っ
て
、
今
よ
う
や
く
保
存
が
決
ま

る
ぐ
ら
い
で
す
か
ら
、
村
に
と
っ
て
は
そ
う
簡
単
で

な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
が
。

ち
ょ
う
ど
私
は
、
民
具
か
ら
離
れ
始
め
る
生
活
の

近
代
化
の
時
代
を
見
て
い
た
も
の
で
す
か
ら
、
近
代

の
持
つ
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
も
も
う
少
し
押
さ
え
て

み
た
い
と
か
、
後
の
日
本
の
生
活
文
化
は
何
を
選
択

す
る
か
と
い
う
こ
と
も
考
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

け
れ
ば
い
け
な
い
と
病
感
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
結
局
何
を
教
わ
っ
た
か
と
い
う
と
、
人

間
が
生
き
て
い
く
の
に
は
、
体
だ
け
生
き
て
い
く
わ

け
で
は
な
い
。
物
と
人
間
が
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
る

ん
だ
と
い
う
こ
と
。

も
う
―
つ
は
、
自
分
は
何
の
迷
い
も
な
く
昔
か
ら

の
生
活
を
伝
え
て
き
て
い
る
ん
で
す
ね
。
つ
ま
り
、

道
具
に
し
て
も
何
に
し
て
も
、
使
っ
て
い
た
の
は
女

な
ん
で
す
。
水
を
く
ん
だ
の
も
女
、
頭
に
乗
せ
た
の

も
女
な
ん
で
す
か
ら
。
私
ど
も
は
ま
だ
追
体
験
で
き

る
強
み
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
み
ん
な
に
大
き

い
声
で
言
っ
て
、
文
化
財
と
い
う
の
は
絵
空
事
で
も

な
い
し
、
神
棚
に
祭
っ
て
お
く
も
の
で
も
な
い
。
自

分
の
生
活
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
み
ん
な
が
自

覚
し
た
と
き
に
、
文
化
財
が
身
近
な
も
の
に
な
っ
て

き
て
く
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。

ハ
レ
の
ほ
う
だ
け
は
記
録
に
残
っ
て
い
く
ん
で
す

が
、
あ
ま
り
に
も
日
常
生
活
だ
っ
た
た
め
に
、
そ
う

い
う
日
常
性
と
い
う
の
は
全
く
欠
落
し
て
し
ま
っ
て

い
る
ん
で
す
。
こ
れ
を
伝
え
る
こ
と
は
女
の
人
の
義

務
だ
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
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関
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
か
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
り

ま
し
た
。

そ
れ
で
は
、
話
題
を
変
え
ま
す
が
、
一
般
に
「
民

俗
文
化
財
」
に
つ
い
て
は
わ
か
り
に
く
い
と
い
う
声

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
は
い
ろ
い
ろ
の
事
情
が
あ
ろ

う
か
と
思
い
ま
す
が
、
な
ぜ
わ
か
り
に
く
い
の
か
、

そ
れ
な
ら
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

真
島
民
具
的
生
活
と
近
代
的
生
活
と
い
う
の
は
え

ら
く
理
解
の
仕
方
が
違
う
暮
ら
し
で
は
な
い
で
し
ょ

、4
0

A
っ
カ今

の
方
々
は
、
近
代
的
な
も
の
と
生
活
を
通
し
て

民
具
を
見
る
。
そ
う
す
る
と
、
今
の
生
活
体
系
の
中

か
ら
で
は
民
具
的
な
生
活
文
化
は
完
全
に
理
解
で
き

な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

今
は
水
道
を
ひ
ね
る
と
水
が
出
ま
す
。
井
戸
か
ら

く
ん
で
飲
む
と
い
う
こ
と
は
、
え
ら
く
労
働
量
や
家

人
の
役
割
分
担
に
差
が
あ
っ
て
、
そ
の
差
が
理
解
で

き
な
い
と
、
近
代
的
生
活
以
前
の
生
洒
の
形
は
わ
か

ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

理
解
し
て
も
ら
う
に
は
一
般
の
人
と
の
間
に
橋
渡

し
が
必
要
で
、
そ
の
渡
し
方
の
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。

例
え
ば
大
工
道
具
で
あ
れ
ば
、
こ
う
い
う
大
工
道
具

と
材
料
で
、
こ
う
す
る
と
、
こ
う
い
う
船
が
つ
＇
＼
れ

る
と
い
う
セ
ッ
ト
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
と
、
は
っ
き
り
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
の
は
r

「
有
形
民
俗
文
化
財
」
と
言
っ
て
い
る
物
は
、
ど
う
い

う
も
の
を
言
っ
て
い
る
か
と
い
う
広
報
が
も
っ
と
必

要
だ
と
思
う
ん
で
す
。

鋭
田
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
近
代
化
以

前
の
普
通
の
人
た
ち
が
生
活
し
た
こ
と
、
そ
の
生
活

で
使
っ
て
い
た
物
を
国
の
宝
だ
と
言
っ
て
い
る
わ
け

で
し
ょ
う
。

鎌
田
本
当
に
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。

向
山
私
も
何
回
か
体
験
し
た
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、

民
家
の
裏
に
コ
ロ
コ
ロ
転
が
し
て
あ
る
小
さ
な
壺
が

た
く
さ
ん
あ
る
ん
で
す
。
「
こ
れ
は
日
常
生
活
を
し
た

こ
と
の
証
明
な
ん
で
す
。
こ
れ
に
味
噌
を
小
出
し
に

し
て
、
毎
日
、
あ
な
た
の
お
じ
い
さ
ん
、
お
ば
あ
さ

ん
が
暮
ら
し
て
き
た
で
し
ょ
う
、
だ
か
ら
大
事
な
ん

で
す
よ
」
と
言
う
と
、
そ
の
持
ち
主
の
人
は
し
ば
ら

く
そ
れ
を
聞
い
て
い
て
、
「
幾
ら
ぐ
ら
い
す
る
ん
で
す

か
」
と
（
笑
）
。

一
般
の
人
た
ち
は
、
「
宝
で
す
よ
」
と
言
わ
れ
た

ら
、
そ
れ
は
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
と
同
じ
に
考
え
ま
す
か

ら
、
何
万
円
に
売
ね
る
だ
ろ
う
と
思
う
で
し
ょ
う
。

上
江
洲
金
に
換
算
で
き
な
い
面
の
重
要
さ
を
ど
う

い
う
ふ
う
に
し
て
理
解
さ
せ
る
か
、
知
ら
せ
る
か
、

そ
の
あ
た
り
は
い
か
が
で
し
ょ
A
？
か
。

向
山
私
は
各
地
に
行
っ
て
、
ど
う
し
て
民
具
は
大

真
島
学
術
的
な
価
値
と
い
う
の
は
要
す
る
に
再
現

性
が
保
証
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
が
大
切
だ
と
思
う

ん
で
す
。
民
具
と
い
う
の
は
基
本
的
に
滅
び
ち
ゃ
う

も
の
で
す
か
ら
、
や
っ
と
四
万
個
押
さ
え
た
よ
と
い

う
と
こ
ろ
で
、
四
万
押
さ
え
て
も
、
大
半
は
何
百
年

持
つ
か
と
い
う
戦
い
に
今
度
は
入
っ
て
い
る
と
思
う

ん
で
す
。

例
え
ば
考
古
学
で
破
片
が
一
っ
出
て
き
た
と
き
に
、

瓶
な
ら
瓶
の
全
体
偉
が
保
証
で
き
る
姿
と
し
て
出
て

く
る
と
い
う
の
は
、
あ
れ
は
再
現
性
に
対
す
る
学
術

的
な
保
証
だ
と
思
う
ん
で
す
。
あ
あ
い
う
も
の
を
も

っ
と
有
形
民
俗
世
界
で
共
同
の
作
業
と
し
て
で
き
る

体
制
が
な
い
と
、
お
金
に
交
換
で
き
る
も
の
と
の
分

離
を
上
手
に
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

鎌
田
今
、
指
定
す
る
と
き
に
は
、
例
え
ば
祭
り
の

道
具
で
も
何
で
も
、
そ
の
つ
く
り
方
、
使
い
方
を
必

ず
つ
け
て
あ
る
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
努
力
し
て
い

る
こ
と
だ
け
は
ど
う
ぞ
認
め
て
く
だ
さ
い
（
笑
）
。

向
山
私
ど
も
で
も
民
俗
技
術
の
悉
皆
調
査
を
や
っ

て
報
告
書
に
な
っ
て
出
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
書
い

て
あ
る
桶
の
つ
く
り
方
を
見
て
、
素
人
が
つ
く
ろ
う

と
思
っ
て
も
で
き
っ
こ
な
い
ん
で
す
。

実
際
に
記
録
す
る
段
に
な
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
制

約
か
ら
お
茶
濁
し
的
な
結
果
に
な
っ
て
し
ま
う
危
険

性
も
あ
り
ま
す
。

事
な
ん
で
す
か
と
き
か
れ
た
と
き
の
例
え
話
と
し
て
、

こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
ん
で
す
。

「
品
物
は
ど
れ
を
と
っ
て
み
て
も
、
二
つ
ず
つ
価
値

を
持
っ
て
い
ま
す
。
―
つ
の
価
値
は
お
金
で
換
算
で

き
る
価
値
で
す
。
も
う
―
つ
の
価
値
は
、
例
え
ば
こ

の
壺
は
、
こ
の
間
亡
く
な
っ
た
お
じ
い
さ
ん
が
買
っ

て
き
た
壺
だ
。
毎
日
の
味
噌
を
こ
こ
か
ら
お
ば
あ
さ

ん
が
す
く
っ
て
、
味
噌
汁
を
つ
く
っ
て
い
た
。
お
じ

い
さ
ん
の
気
持
ち
、
お
ば
あ
さ
ん
の
気
持
ち
、
そ
し

て
味
噌
汁
を
す
す
っ
て
き
た
家
族
の
気
持
ち
が
み
ん

な
こ
の
壺
の
中
に
味
噌
と
一
緒
に
入
っ
て
い
る
ん
で

す
。
こ
の
価
値
と
い
う
の
は
、
ほ
か
の
人
に
は
認
め

ら
れ
な
い
価
値
な
ん
で
す
。
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
家

族
の
人
に
と
っ
て
は
非
常
に
大
き
な
、
お
金
で
売
り

買
い
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
価
値
な
ん
で
す
。
そ
れ

が
文
化
財
の
価
偕
な
ん
で
す
」

こ
う
い
う
ふ
う
な
説
明
を
す
る
ん
で
す
ね
。
そ
こ

ま
で
話
し
込
ん
で
い
か
な
い
と
、
文
化
財
の
価
値
と

い
う
の
が
わ
か
っ
て
こ
な
い
。

真
島
文
化
財
を
収
集
す
る
と
き
に
対
価
報
酬
を
出

し
ま
す
か
ら
、
そ
の
弊
害
は
多
少
あ
る
と
思
う
ん
で

す
。
こ
ん
な
ボ
ロ
が
現
金
に
変
わ
る
と
い
う
の
は
か

な
り
ジ
ョ
ッ
ク
だ
と
思
う
ん
で
す
。

聾
を
保
存
の
問
題
点

向
山
種
子
島
や
奄
美
の
丸
木
舟
を
復
元
し
て
、
今
、

博
物
館
、
資
料
館
に
入
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
こ
れ

は
有
形
民
伶
文
化
財
と
し
て
指
定
の
価
値
あ
り
や
な

し
や
。

石
原
私
は
問
題
な
く
あ
り
と
思
い
ま
す
ね
。

向
山
そ
う
で
し
ょ
う
ね
。
民
俗
の
文
化
財
は
、
素

材
そ
の
も
の
の
古
さ
が
文
化
財
的
価
値
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。
形
と
か
素
材
と
か
技
と
か
使
い

方
と
か
、
い
わ
ば
無
形
の
古
い
も
の
を
残
し
て
い
る

の
で
あ
れ
ば
、
新
し
く
つ
く
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、

用舌
そ
の
も
の
は
有
形
の
民
俗
文
化
財
と
し
て
の
価
値
を

と
十
分
に
持
っ
て
い
る
。

上
江
洲
そ
う
で
す
ね
。
有
形
の
民
俗
の
場
合
、
そ

存
．
．
．
 

保D
ん
な
古
い
も
の
は
極
め
て
少
な
い
と
思
う
ん
で
す
。

財
嬰
g
以
降
さ
ら
に
昭
和
に
入
っ
て
、
最
近
つ
く
ら

レ1
れ
た
も
の
を
使
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
多
い
と
思
う

文
．
．
｝

俗
ん
で
す
。
．

民
壊
れ
た
ら
ど
ん
ど
ん
再
現
し
て
い
く
と
い
う
こ
と

形
だ
と
思
う
ん
で
す
。
体
験
上
の
技
術
を
持
っ
た
方
が

有
っ
く
っ
て
く
だ
さ
れ
ば
、
そ
れ
は
本
物
で
す
し
ね
。

、
'
/

集
向
山
そ
の
と
き
に
一
番
気
を
つ
け
る
の
は
、
材
料

特
で
す
ね
。
材
料
が
変
わ
っ
た
ら
ダ
メ
だ
と
。

妥
．．
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上
江
洲
保
存
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
す
で
に
お
話

が
出
て
い
ま
す
が
、
活
用
も
含
め
て
お
話
し
い
た
だ

け
ま
す
か
。

鎌
田
今
度
、
世
田
谷
区
で
ボ
ロ
市
を
文
化
財
に
指

定
し
た
ん
で
す
。

ボ
ロ
市
を
執
行
し
ま
す
の
は
区
役
所
で
、
そ
こ
へ

出
す
人
た
ち
は
江
戸
時
代
か
ら
や
っ
て
い
る
人
も
い

る
し
、
先
祖
代
々
の
臼
を
持
っ
て
く
る
家
、
神
棚
を

持
っ
て
く
る
家
も
あ
る
ん
で
す
。
歳
の
市
で
す
か
ら

も
う
そ
れ
は
大
変
な
人
で
、
毎
年
五
十
万
ぐ
ら
い
人

が
出
る
ん
で
す
。

指
定
は
ボ
ロ
市
が
立
つ
そ
の
通
り
の
全
部
で
す
か

ら
、
そ
こ
へ
住
ん
で
い
る
人
も
皆
参
加
し
な
く
ち
ゃ

な
り
ま
せ
ん
。
有
形
と
し
た
ら
い
い
の
か
無
形
と
し

た
ら
い
い
の
か
も
わ
か
ら
な
く
て
、
二
、
三
年
ず
っ

と
も
め
て
い
ま
し
た
け
ど
、
今
に
な
っ
て
み
ま
す
と

よ
か
っ
た
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
町
ぐ
る
み
で
文

化
財
に
理
解
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

上
江
洲
商
品
は
売
り
物
で
す
か
ら
、
有
形
で
指
定

す
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
ね
。
し
か
し
、
指
定
し

な
く
て
も
、
そ
の
行
為
の
中
で
そ
れ
は
価
冒
観
を
持

つ
わ
け
で
し
ょ
う
。



真

島

例

え

ば

漁

網

に

す

る

麻

糸

は

麻

畑

で

栽

培

し

か
な
び
さ

て

、

川

の

中

へ

つ

け

て

、

金

引

で

引

い

た

や

つ

に

よ

り

を

入

れ

て

漁

網

に

す

る

。

金

引

糸

が

ど

う

し

て

も

必

要

だ

と

い

う

物

件

の

場

合

r

畑

の

麻

づ

く

り

の

風

景

か

ら

始

ま

っ

て

漁

法

と

い

っ

た

と

こ

ろ

ま

で

、

"

-

連

の

流

れ

を

文

化

財

と

し

て

見

る

方

法

が

も

う

一

方

で

あ

る

と

思

う

ん

で

す

。

有

形

無

形

と

区

分

す

る

と

本

質

を

と

ら

え

き

れ

な

い

場

合

が

あ

る

。

そ

う

し

た

と

き

に

、

生

活

全

体

の

環

境

か

ら

有

形

の

―

つ

が

出

た

と

い

う

こ

と

も

言

わ

な

い

と

ね

。

ボ

ロ

'

-

巾

も

同

じ

問

題

だ

と

思

う

ん

で

す

。

要

す

る

に

個

別

な

物

件

で

は

な

く

て

、

総

合

物

件

と

し

て

地

域

を

評

価

す

る

と

い

う

こ

と

も

あ

っ

て

い

い

の

で

は

な

い

か

と

い

う

思

い

も

す

る

ん

で

す

。

向

山

そ

れ

は

そ

う

だ

と

思

う

。

市

町

村

と

資

料

館

づ

く

り

を

や

っ

て

く

る

中

で

感

じ

て

き

た

の

は

、

民

俗

資

料

は

こ

う

い

う

コ

ン

ク

リ

ー

ト

で

つ

く

っ

た

資

料

岨

で

な

じ

む

の

か

な

と

い

う

こ

と

で

す

ね

。

保

存

の

た

め

に

は

ど

う

し

て

も

要

る

ん

で

す

け

れ

ど

も

、

や

は

り

民

俗

資

料

は

ト

ー

タ

ル

な

生

活

全

体

の

中

に

位

置

つ

け

ら

れ

る

べ

き

な

の

で

す

。

そ

う

す

る

と

、

や

は

り

民

俗

村

と

い

う

集

落

の

復

元

的

な

作

業

が

ど

う

し

て

も

必

要

に

な

る

な

、

と

思

っ

て

い

る

ん

で

す

。

鎌

田

海

の

博

物

館

の

よ

う

に

、

資

料

を

収

集

す

る

と

き

に

、

漁

村

の

生

活

の

あ

ら

ゆ

る

も

の

を

全

部

と

し

て

い

か

な

き

ゃ

い

け

な

い

か

と

い

う

問

題

に

立

ち

至

っ

た

と

き

に

、

そ

れ

は

必

ず

し

も

時

代

を

切

る

も

の

で

は

な

い

。

正

倉

院

の

御

物

が

今

で

も

生

き

て

る

と

同

じ

よ

う

に

、

今

生

産

さ

れ

た

も

の

も

次

の

世

代

で

ま

た

使

わ

れ

て

い

く

。

要

す

る

に

運

綿

た

る

流

れ

の

中

で

物

と

い

う

も

の

を

人

間

が

必

要

と

し

て

考

え

て

い

く

ん

だ

ろ

う

と

思

う

ん

で

す

。

そ

う

す

る

と

、

別

に

時

代

を

切

ろ

う

な

ん

て

い

う

考

え

方

は

全

く

出

て

こ

な

い

わ

け

で

す

。

と

こ

ろ

が

、

こ

う

い

う

問

題

が

改

め

て

問

わ

れ

て

い

る

と

い

う

裏

に

は

、

戦

後

の

高

度

経

済

成

長

社

会

の

中

で

、

日

本

の

伝

統

的

な

技

術

が

な

く

な

っ

て

い

く

と

い

う

現

実

が

あ

る

か

ら

だ

と

思

う

ん

で

す

。

そ

れ

を

残

し

て

い

こ

う

と

い

う

仕

事

が

、

僕

の

目

か

ら

見

た

ら

行

わ

れ

て

い

な

い

に

等

し

い

と

い

う

感

じ

を

受

け

る

ん

で

す

。
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い

う

姿

勢

は

す

ご

く

大

事

な

こ

と

で

は

な

い

か

と

思

う

ん

で

す

。

漁

村

だ

か

ら

と

い

っ

て

海

の

道

具

だ

け

で

暮

ら

し

て

い

る

わ

け

で

は

あ

り

ま

せ

ん

か

ら

ね

。

石

原

私

の

考

え

で

は

、

私

ど

も

の

集

め

た

も

の

を

ど

う

ご

覧

に

な

る

か

、

ど

う

研

究

さ

れ

る

か

と

い

う

の

は

そ

れ

ぞ

れ

入

館

者

や

研

究

者

な

ど

が

や

っ

て

い

た

だ

け

ば

い

い

こ

と

で

、

た

だ

、

資

料

が

持

っ

て

い

る

情

報

と

い

う

も

の

は

で

き

る

だ

け

集

め

て

お

か

な

け

れ

ば

い

け

な

い

と

思

い

ま

す

。

鎌

田

見

せ

る

側

と

受

け

と

め

る

側

が

ど

う

い

う

ふ

う

に

組

み

合

わ

さ

っ

て

い

く

か

と

い

う

こ

と

だ

と

思

う

ん

で

す

。

そ

れ

が

な

か

っ

た

ら

、

こ

れ

は

飾

り

物

に

な

っ

て

し

ま

い

ま

す

し

ね

。

同

山

博

物

語

を

つ

く

る

と

き

r

ひ

と

頃

シ

ナ

リ

オ

の

重

要

性

が

言

わ

れ

た

こ

と

が

あ

る

ん

で

す

。

こ

れ

は

安

直

に

博

物

館

を

つ

く

る

と

き

に

は

非

常

に

便

利

な

ん

で

す

。

シ

ナ

リ

オ

を

つ

く

っ

て

、

そ

の

シ

ナ

リ

オ

に

必

要

な

品

物

を

集

め

て

く

れ

ば

い

い

わ

け

で

す

。

う

い

う

状

況

で

、

こ

れ

は

宝

だ

と

か

何

と

か

と

考

え

て

い

る

よ

う

な

こ

と

は

な

い

。

日

本

人

が

つ

く

っ

て

き

た

誇

り

得

る

も

の

が

み

ん

な

な

く

な

っ

て

い

る

ん

で

す

。

な

ん

で

も

す

べ

て

残

し

て

お

く

必

要

が

あ

り

ま

す

。

上

江

洲

ま

ず

集

め

る

べ

き

だ

と

い

う

こ

と

で

す

ね

。

向

山

―

つ

の

館

だ

け

で

一

万

点

な

ん

て

い

う

目

標

を

つ

く

っ

て

も

、

実

際

閲

題

と

し

て

な

か

な

か

で

き

ま

せ

ん

よ

ね

。

で

す

か

ら

私

は

、

鹿

児

島

県

は

九

十

六

市

町

村

あ

り

ま

す

の

で

、

そ

れ

を

二

で

割

っ

て

四

十

八

と

い

う

数

字

を

出

し

て

、

鹿

児

島

県

内

に

四

十

八

の

資

料

館

を

つ

く

ろ

う

と

い

う

こ

と

で

、

市

町

村

の

社

会

教

育

課

長

の

人

た

ち

に

訴

え

た

ん

で

す

。

そ

し

て

、

必

要

な

人

に

は

文

化

庁

の

補

助

金

を

取

っ

て

あ

げ

ま

す

と

。

今

で

は

県

内

に

五

十

二

か

五

十

三

あ

る

は

ず

で

す

。

各

市

町

村

に

そ

う

い

う

の

を

置

い

て

、

そ

れ

ぞ

れ

で

一

生

懸

命

に

な

っ

て

集

め

て

も

ら

え

ば

、

ト

ー

タ

ル

す

れ

ば

十

万

点

ぐ

ら

い

に

な

る

で

し

ょ

う

。

上

江

洲

文

化

庁

で

は

こ

れ

ま

で

、

全

国

で

四

百

五

十

館

あ

ま

り

の

厄

史

民

俗

資

料

館

へ

の

補

助

を

し

て

き

ま

し

た

が

、

二

十

年

あ

ま

り

た

っ

て

、

そ

れ

は

一

応

目

的

を

達

灰

し

た

と

い

う

こ

と

で

終

了

し

ま

し

た

。

そ

れ

は

経

済

の

高

度

成

長

期

以

後

、

モ

ノ

が

散

逸

す

る

こ

と

を

防

止

す

る

運

動

に

お

力

添

え

す

る

こ

と

に

な

っ

た

と

思

い

ま

す

し

、

民

具

が

か

な

り

収

集

で

き

た

と

思

い

ま

す

。

今

後

、

保

存

は

ど

う

あ

る

べ

き

か

。

指

定

を

し

て

、

収

蔵

庫

を

つ

く

り

保

管

し

て

い

く

と

い

う

の

も

保

存

の

一

っ

で

し

ょ

う

け

れ

ど

も

｀

r

未

指

定

の

も

の

は

ど

う

す

る

か

と

い

う

こ

と

も

あ

り

ま

す

。

こ

れ

か

ら

先

の

お

話

を

お

閏

き

し

た

い

と

思

い

ま

す

。

向

山

資

料

を

永

続

的

に

、

集

め

続

け

る

と

い

う

の

は

、

自

分

を

強

い

て

い

か

な

き

ゃ

い

け

な

い

部

分

が

あ

る

と

思

う

ん

で

す

。

最

初

は

運

動

だ

と

思

う

ん

で

す

。

だ

け

ど

も

、

次

の

運

動

の

と

き

に

は

、

何

か

パ

ワ

ー

が

加

わ

っ

て

い

か

な

い

と

、

永

続

し

て

は

集

め

ら

れ

な

い

だ

ろ

う

。

佐

渡

も

そ

う

な

ん

で

す

。

そ

う

い

う

人

た

ち

に

次

の

力

を

渡

す

よ

う

な

運

動

の

方

法

か

行

政

の

方

法

が

な

い

の

か

な

と

い

う

気

が

し

て

い

ま

す

。

そ

う

い

う

時

代

に

今

入

り

始

め

た

の

で

は

な

い

か

な

と

い

真

島

菌
用
へ
の
環
醤
術

一

番

効

率

的

に

き

れ

い

に

で

き

る

わ

け

で

す

。

と

こ

ろ

が

、

民

具

の

場

合

に

、

果

た

し

て

そ

れ

で

ト

ー

タ

ル

な

生

活

を

あ

ら

わ

す

文

化

財

と

し

て

十

分

な

も

の

が

で

き

る

か

ど

う

か

で

す

ね

。

次

の

問

題

と

し

て

、

例

え

ば

名

画

と

か

島

津

の

殿

様

か

使

っ

た

も

の

だ

と

か

は

た

だ

そ

れ

だ

け

で

見

せ

て

も

意

味

が

あ

る

わ

け

で

す

。

だ

か

ら

、

見

る

人

は

そ

こ

か

ら

そ

れ

な

り

に

情

親

を

取

っ

て

い

く

。

と

こ

ろ

が

、

民

俗

の

資

料

の

場

合

は

、

フ

ラ

ッ

と

入

っ

た

見

学

者

が

果

た

し

て

そ

こ

に

並

ん

で

い

る

民

具

か

ら

、

雪

に

い

ろ

い

ろ

な

情

報

を

得

る

こ

と

が

で

き

る

か

ど

う

か

。

上

江

洲

こ

れ

に

つ

い

て

は

、

博

物

館

を

運

営

す

る

人

の

哲

学

に

よ

る

と

思

い

ま

す

が

r

石

原

先

生

い

か

が

で

す

か

。

石

原

基

本

的

な

と

こ

ろ

に

立

ち

返

ろ

よ

う

で

す

け

れ

ど

も

、

結

局

、

な

ん

で

物

を

集

め

て

い

る

か

r

残
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学
生
に
真
綿
な
ん
て
い
う
言
葉
を

っ
て
も
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
。
―
つ
の
繭
か
ら
こ

て
い

さ
わ

だ
と

を`

石
原
博
物
館
側
は
集
め
る
こ
と
と
、
そ
の
資
料
に

情
報
を
与
え
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
が
精
い
っ
ぱ
い

で
、
結
局
、
我
々
の
仕
事
は
学
校
の
先
生
に
ど
れ
ぐ

ら
い
情
報
を
差
し
上
げ
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す

か
ら
。そ

れ
か
ら
、
民
具
は
民
俗
学
的
に
利
用
し
な
け
れ

ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
思
う
ん
で
す
。

海
の
博
物
品
g
に
お
い
で
に
な
る
方
は
、
考
古
学
者
、

文
化
人
類
学
者
、
歴
史
学
者
は
も
ち
ろ
‘
欠
全
然
別

の
例
え
ば
流
体
力
学
の
方
と
か
、
気
象
学
の
方
が
来

て
丸
木
船
の
年
論
を
数
え
て
い
っ
た
り
す
る
。
鉄
鋼

業
や
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
も
来
ら
れ
る
。

あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
方
が
物
と
い
う
も
の
を
も

う
い
っ
ぺ
ん
見
直
そ
う
と
い
う
考
え
方
が
、
今
、
出

て
き
て
い
る
よ
う
に
思
う
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ

こ
へ
も
活
用
の
路
が
開
か
な
き
ゃ
い
け
な
い
。

上
江
洲
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
こ
そ
望
ま
し
い
活
用
で

す
ね
。

石
原
そ
の
人
た
ち
が
お
い
で
に
な
っ
て
、
一
番
困

っ
て
い
る
の
は
目
録
が
な
い
こ
と
で
す
。
残
念
な
が

ら
私
の
と
こ
ろ
で
も
、
全
部
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
入
れ

き
っ
て
い
な
い
。
一
枚
ず
つ
力
i
ー
ド
で
調
べ
な
き
ゃ

い
け
な
い
。

上
江
洲
そ
う
い
う
も
の
の
環
境
整
備
か
ら
は
じ
め

て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

う
気
が
し
て
い
る
ん
で
す
。

向
山
例
え
ば
道
路
や
橋
を
つ
く
る
と
い
う
の
は
、

共
通
し
た
ノ
ウ
ハ
ウ
が
あ
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
だ
か

ら
、
ス
タ
ゾ
プ
が
多
少
か
わ
っ
て
も
、
大
体
仕
事
と

し
て
は
縦
続
す
る

C

と
こ
ろ
が
、
文
化
財
保
護
の
仕

事
と
い
う
の
は
担
当
者
個
人
の
力
量
に
負
う
部
分
が

非
常
に
大
き
い
ん
で
す
。
指
定
し
て
保
存
管
理
し
て

い
く
一
般
的
な
手
法
は
何
と
か
や
っ
て
い
き
ま
す
が
、

指
定
外
の
文
化
財
を
保
護
し
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と

に
な
る
と
、
そ
の
ス
タ
ッ
フ
が
タ
ル
ク
ル
変
わ
っ
ち

ゃ
う
と
難
し
い
問
題
が
出
て
く
る
。
こ
れ
は
行
政
だ

け
に
文
化
財
保
護
を
任
せ
て
お
く
こ
と
の
大
き
な
問

題
点
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
も
し
そ
れ
を
ク
リ
ア
し

て
い
く
と
す
れ
ば
、
生
涯
文
化
財
保
護
担
当
官
で
あ

る
と
い
う
人
を
確
保
し
な
い
と
い
け
な
い
。

真
島
ま
た
、
宮
本
先
生
み
た
い
な
人
が
い
て
、
そ

う
や
っ
て
集
め
た
も
の
を
グ
ル
グ
ル
見
て
回
っ
て
、

い
ろ
ん
な
角
度
で
、
「
こ
れ
は
す
ご
い
」
と
か
、
「
こ
れ

は
お
も
し
ろ
い
」
と
言
う
と
ま
た
集
ま
り
ま
す
で
し

ょ
う
。
だ
か
ら
、
絶
え
ず
―
つ
の
土
地
で
動
い
て
い

る
人
た
ち
に
、
新
し
い
物
の
見
方
を
流
れ
と
し
て
伝

え
続
け
る
よ
う
な
人
た
ち
が
い
っ
ぱ
い
い
な
い
と
い

け
な
い
な
と
い
う
の
も
一
っ
思
い
ま
す
。

上
江
洲
そ
れ
で
は
、
そ
れ
ら
を
活
用
す
る
に
は
ど

う
す
れ
ば
い
い
か
。
有
形
民
俗
文
化
財
の
場
合
に
は
、

活
用
で
ほ
か
の
や
り
方
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

鎌
田
最
初
に
映
像
の
話
が
出
ま
し
た
け
れ
ど
も
、

世
田
谷
で
は
み
ん
な
で
お
金
を
出
し
合
っ
て
「
世
田

谷
を
記
録
す
る
会
」
と
い
う
会
を
つ
く
っ
て
、
映
画

を
た
く
さ
ん
つ
く
っ
て
い
る
ん
で
す
。
お
蔵
だ
っ
た

と
こ
ろ
を
映
画
館
に
し
て
見
せ
て
い
る
ん
で
す
。
そ

う
い
う
や
り
方
で
文
化
財
を
身
近
に
感
じ
て
ほ
し
い

と
い
う
こ
と
を
―
つ
の
目
的
に
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
っ
、
お
年
寄
り
の
知
職
を
こ
の

ま
ま
な
く
し
ち
ゃ
う
の
は
、
国
の
文
化
財
と
し
て
大

変
大
き
な
損
失
だ
と
思
う
ん
で
す
。

上
江
洲
生
活
経
験
の
先
生
で
す
か
ら
ね
。

鎌
田
世
田
谷
区
で
は
民
家
を
活
用
し
て
い
る
ん
で

上
へ
上
が
っ
て
お
茶
も
飲
め
ま
す
し
、
毎
日
火

い
る
。
そ
れ
は
み
ん
な
お
年
寄
り
が
や
っ

そ
う
す
る
と
、
お
年
寄
り
は
生
活

と
に
か
く
自
分
の
生
き
て

次
の
世
代
に
ど
う
つ
な
い
で
い
く
か
と
い
う
大
き
な

問
題
叩
あ
る
わ
け
で
す
が
。

石
原
資
料
が
活
用
さ
れ
る
方
向
と
い
う
の
は

r

「
今
」
活
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
と
、
「
将
来
」
活
用
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
考
え
て
い
か
な
け
れ

ば
い
け
な
い
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
将
来
使
わ
れ

る
こ
と
に
対
し
て
の
重
要
性
を
も
う
少
し
考
え
な
き

ゃ
い
け
な
い
。

今
活
用
す
る
こ
と
で
博
物
館
側
か
ら
考
え
て
い
き

ま
す
と
、
展
示
で
す
ね
。
僕
は
ス
ト
ー
リ
ー
を
組
む

必
要
も
何
も
な
く
て
、
特
に
民
俗
資
料
は
、
使
い
方

を
教
え
て
あ
げ
る
と
か
、
た
だ
そ
の
物
を
手
に
持
っ

て
感
ず
る
と
か
、
そ
れ
だ
け
で
も
い
い
の
で
は
な
い

か
と
思
う
ん
で
す
。

民
俗
資
料
を
活
用
す
る
場
合
の
展
示
と
い
う
部
分

は
、
あ
く
ま
で
も
物
が
中
心
に
な
っ
て
、
少
な
く
と

も
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
人
た
ち
か
ら
始
ま
っ
て
い
く

と
い
う
形
の
活
用
の
方
法
で
す
ね
。
そ
こ
で
一
番
重

要
な
の
は
、
学
校
教
育
と
生
涯
教
育
だ
と
思
う
ん
で

'
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田
ほ
ん
と
そ
う
思
っ
て
い
ま
す
。
今
、
ち
ょ
う

ど
い
い
機
会
だ
と
思
う
ん
で
す
。
今
、
子
供
、
か
少
な

く
な
っ
て
、
教
室
が
ど
ん
ど
ん
余
っ
て
い
る
ん
で
す
。

そ
こ
に
民
具
と
か
置
い
て
く
れ
た
ら
、
子
供
た
ち
に

と
っ
て
い
い
社
会
科
の
教
材
に
な
る
と
思
う
ん
で
す
。

う
い
う
の
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
す
ら
想
像
で
き
な

い
ら
し
い
ん
で
す
。
「
真
綿
で
首
を
絞
め
ら
れ
る
」
と

い
う
言
葉
が
あ
る
の
に
、
実
感
が
な
い
か
ら
わ
か
ら

な
い
ん
で
す
ね
。
も
し
、
実
際
に
さ
わ
れ
た
ら
ど
ん

な
い
い
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

上
江
洲
保
存
と
活
用
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
こ
れ
か

ら
も
永
遠
に
続
く
問
題
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

関
連
す
る
こ
と
で
ご
意
見
が
あ
り
ま
し
た
ら
。

向
山
指
定
基
準
に
は
不
動
産
的
な
資
料
も
一
応
指

定
で
き
る
よ
う
な
形
に
な
っ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、

実
際
問
題
と
し
て
な
か
な
か
難
し
い
点
が
あ
る
ん
で

す
。
例
え
ば
奄
美
の
古
い
姿
を
残
し
た
集
落
な
ん
て

い
う
の
が
、
農
業
構
造
改
善
事
業
な
ん
て
い
う
の
で

バ
ー
ツ
と
全
部
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
で
削
ら
れ
て
し
ま
う
。

そ
う
す
る
と

r

民
俗
的
な
伝
承
の
定
着
し
て
い
る
土

地
が
全
部
な
く
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
こ
れ
に

つ
い
て
も
、
例
え
ば
農
業
構
造
改
善
事
業
の
対
象
地

域
に
つ
い
て
は
、
農
業
を
中
心
に
し
た
民
俗
調
査
が

必
要
に
な
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
や
は
り
行
政
が
手

当
て
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
民
俗
調
査
記

録
と
い
う
の
は
ま
だ
ま
だ
た
く
さ
ん
各
分
野
に
あ
る

と
い
う
理
解
を
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

石
際
生
活
文
化
財
を
今
度
図
録
化
（
『
商
家
の
道
具

／
松
久
民
具
館
図
録
』
）
し
た
ん
で
す
。
こ
の
お
宅

に
、
ほ
ぼ
江
戸
末
期
か
ら
五
代
に
わ
た
っ
て
、
点
数

13 

で
三
千
八
百
点
ぐ
ら
い
の
道
具
が
残
っ
て
い
る
ん
で

す
。
こ
う
い
う
も
の
も
指
定
さ
れ
て
い
か
な
い
か
な

と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
指
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

は
、
図
面
と
い
う
の
が
非
常
に
ネ
ッ
ク
に
な
っ
て
い

る
わ
け
で
す
。

上
江
洲
し
か
し
、
実
測
図
の
作
成
は
、
有
形
の
民

俗
文
化
財
の
戸
籍
作
り
で
す
か
ら
、
抜
き
に
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
大
事
な
こ
と
で
す
し
。

石
原
え
え
。
そ
れ
は
そ
の
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。

た
だ
私
は
そ
れ
以
前
に
文
化
財
に
指
定
し
て
も
い
い

よ
う
な
資
料
を
顕
在
化
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え

て
お
り
、
そ
れ
で
目
録
づ
く
り
を
ど
こ
で
も
ま
ず
や

っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

上
江
洲
最
後
に
、
将
来
へ
の
展
望
と
申
し
ま
す
か
、

夢
の
よ
う
な
話
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
が
、
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

の
み

真
島
大
工
が
馨
で
打
っ
て
い
る
の
が
路
上
で
見
え

る
よ
う
な
生
活
環
境
は
大
切
な
ん
だ
な
と
い
う
気
が

し
ま
す
。
そ
れ
は
今
の
子
供
も
変
わ
ら
な
い
興
味
だ

ろ
う
。
そ
の
時
代
、
そ
の
時
代
の
流
れ
の
中
で
生
き

て
い
る
文
化
財
と
い
う
の
は
、
や
っ
ぱ
り
つ
く
っ
て

い
く
べ
き
で
し
ょ
う
。
日
本
人
は
ど
ん
な
ふ
う
に
暮

也
形
民
俗
文
化
財
の
将
末

12 



ら
し
て
き
た
か
と
い
う
流
れ
が
い
っ
ぱ
い
説
明
で
き

る
と
こ
ろ
が

r

い
ろ
ん
な
形
で
あ
っ
た
ほ
う
が
お
も

し
ろ
い
。
し
か
も
、
毎
日
の
暮
ら
し
の
中
で
見
続
け

ら
れ
る
よ
う
な
仕
掛
け
が
あ
っ
た
ほ
う
が
お
も
し
ろ

い
と
、
漠
然
と
で
す
け
れ
ど
も
思
っ
て
い
ま
す
。

「
民
俗
」
と
言
う
と
、
「
民
俗
だ
け
の
」
と
い
う
概
念

を
持
た
れ
る
と
困
り
ま
す
よ
ね
。
「
み
ん
な
の
」
と
い

う
意
味
だ
と
す
る
と
、
「
生
活
文
化
財
L

と
い
う
一
般

的
な
通
称
を
も
っ
と
推
し
進
め
た
ほ
う
が
お
も
し
ろ

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

向
山

そ
こ
は
非
常
に
微
妙
な
と
こ
ろ
で
ね
。
文
化

財
保
護
の
行
政
を
や
っ
て
い
く
と
な
る
と
、
そ
の
守

備
範
団
は
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
だ
と
な
っ
て
く
る
ん

で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
何
で
も
か
ん
で
も
集
め
ち
ゃ

え
と
。
例
え
ば
最
近
の
コ
ー
ド
レ
ス
の
ア
イ
ロ
ン
も
、

確
か
に
生
活
文
化
財
と
し
て
は
集
め
て
お
か
な
き
ゃ

い
け
な
い
ん
で
す
。
で
は
、
そ
の
ア
イ
ロ
ン
炉
千
点

集
ま
っ
た
ら
、
有
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
す
る
か
と

い
う
と
、
今
の
保
護
法
で
は
難
し
い
で
す
ね
。

石
原
第
二
次
大
戦
前
後
の
資
料
が
残
っ
て
い
な
い
。

要
す
る
に
代
用
品
と
か
い
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
す
。

今
年
は
戦
後
五
十
年
で
す
か
ら
、
国
と
し
て
集
中
し

て
で
も
集
め
て
ほ
し
い
な
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
ね
。

上
江
洲
今
、
文
化
庁
で
も
、
近
代
遺
産
の
文
化
財

と
い
う
こ
と
で
、
明
治
以
降
に
で
き
た
い
ろ
ん
な
も

味
で
大
連
合
し
て
、
我
々
は
何
を
選
択
し
て
こ
こ
ま

で
き
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
各
段
階
で
い
っ
ぱ
い
切

っ
て
も
ら
う
と
、
こ
れ
は
お
も
し
ろ
い
で
す
よ
。

石
原
日
本
に
あ
ま
り
な
い
ん
で
す
が
、
外
国
に
は

か
な
り
チ
ル
ド
レ
ン
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
が
あ
り
ま
す
。

お
も
ち
ゃ
が
い
っ
ぱ
い
あ
っ
て
、
み
ん
な
さ
わ
ら
せ

て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
子
供
た
ち
は
使
い
方
を
自

分
た
ち
で
工
夫
し
て
つ
く
り
出
し
て
い
く
ん
で
す
。

そ
ん
な
場
を
与
え
れ
ば
い
い
と
思
う
ん
で
す
。

向
山
民
俗
学
や
民
具
学
を
研
究
し
て
い
る
人
は
、

自
分
の
殻
に
こ
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

気
が
す
る
ん
で
す
。
自
分
た
ち
が
や
っ
て
い
る
こ
と

を
、
も
っ
と
オ
ー
プ
ン
に
、
民
俗
と
い
う
の
は
こ
ん

に
楽
し
い
ん
だ
、
お
も
し
ろ
い
ん
だ
、
こ
ん
な
意

が
あ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
、
も
っ
と
積
極
的
に

ピ
ー
ル
し
て
い
く
べ
き
で
す
。

覇
生
活
文
化
協
力
隊
み
た
い
な
も
の
が
あ
っ
て
、

ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
に
集
ま
っ
て
い
る
人
た
ち
と

、
喫
茶
店
で
何
を
し
た
い
か
探
し
て
い
る
人
と
か
．

学
で
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
お
れ
に
合
わ
な
い
と
い
っ

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
発
散
が
で
き
な
い
で
い
る
人
を
、

ャ
ン
ネ
ル
を
使
っ
て
ワ
ッ
と
や
る
と
、
変
わ
っ
ち

う
か
も
し
れ
な
い
で
す
よ
。

田
と
て
も
い
い
で
す
ね
、
そ
の
手
は
。

私
は
今
、
生
ま
れ
る
と
か
死
ぬ
と
い
う
こ
と
に
大

の
に
も
光
を
当
て
る
た
め
の
研
究
会
が
も
た
れ
て
い

ま
す
。
例
え
ば
北
海
道
の
開
拓
に
使
用
し
た
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
か
ら
入
っ
て
き
た
農
機
具
と
か
。
そ
う
い
っ
た

も
の
に
も
検
討
を
加
え
る
時
期
に
き
て
い
る
わ
け
で

す
。
で
す
か
ら
将
来
的
に
は
、
例
え
ば
ミ
シ
ン
や
ラ

ジ
オ
、
電
話
機
な
ど
と
い
っ
た
よ
う
な
近
代
の
道
具

に
つ
い
て
も
保
護
措
置
が
取
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と

思
い
ま
す
。

向
山

い
ろ
ん
な
こ
と
を
や

基
本
的
に
言
う
と
、
今
の
文
化
財
保
護
行
政

の
シ
ス
テ
ム
が
、
考
古
学
と
か
、
歴
史
学
と
か
．
美

術
と
か
、
既
成
の
学
問
体
系
に
沿
っ
た
形
で
文
化
財

が
分
類
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
れ
が
お
か
し
い
。

石
原
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
。

真
島
通
称
で
い
く
と
、
生
活
文
化
財
と
し
て
見
る

こ
と
で
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
さ
っ

き
石
原
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
い
ろ
ん
な

人
が
来
て
見
る
と
き
に
、
た
ぶ
ん
そ
九
は
ア
イ
デ
ア

で
あ
る
し
、
検
証
で
あ
る
し
、

っ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
。

向
山
ま
ず
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
、
今
の

若
い
人
た
ち
は
古
い
文
化
、
あ
る
い
は
古
い
生
活
に

興
味
関
心
を
持
た
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
偏
見
を
大
入

舷
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

鎌
田
そ
う
で
す
、
そ
う
で
す
。

向
山
だ
か
ら
、
大
人
の
人
た
ち
が
無
意
識
の
う
ち

に
持
っ
て
い
る
若
者
へ
の
偏
見
を
ま
ず
払
拭
し
て
も

ら
い
た
い
。
そ
し
て
、
楽
し
く
自
分
た
ち
の
数
十
年

煎
の
生
活
を
語
っ
て
や
り
、
や
っ
て
見
せ
る
、
体
験

さ
せ
て
や
る
、
そ
う
い
う
働
き
か
け
を
し
て
い
か
な

け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
中
か
ら
、

有
形
の
民
俗
文
化
財
の
伝
承
が
生
ま
れ
て
く
る
と
思

う
ん
で
す
。

上
江
洲

ね。石
原

大
人
の
意
凱
改
革
か
ら
と
い
う
こ
と
で
す

子
供
た
ち
で
も
大
人
で
も
、
実
物
を
見
せ
る

と
興
味
を
持
つ
と
い
う
の
が
現
実
な
ん
で
す
ね
。
さ

ら
に
さ
わ
れ
ば
も
っ
と
興
味
を
持
つ
ん
で
す
。
生
活

文
化
財
を
認
搬
さ
せ
る
た
め
の
思
い
切
っ
た
規
模
の

特
別
展
み
た
い
な
も
の
を
ど
ん
ど
ん
や
る
と
か
、
そ

う
い
う
必
要
怯
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。

真
島
僕
は
大
賛
成
で
、
そ
れ
も
他
の
省
庁
と
連
合

し
て
と
い
う
の
が
い
い
と
思
う
。
例
え
ば
米
と
い
う

テ
ー
マ
で
食
糧
庁
と
手
を
組
む
と
か
、
そ
う
い
う
意

変
興
味
を
持
っ
て
や
っ
て
い
る
ん
で
す
。
ち
ょ
う
ど

高
度
成
長
期
を
境
に
し
て

r

生
が
全
部
病
院
出
産
に

な
り
ま
し
た
し
、
死
が
ほ
ぼ
全
部
火
葬
場
に
な
り
、

葬
式
は
自
分
の
う
ち
で
し
な
い
で
、
全
部
何
々
会
館

と
か
で
す
る
ん
で
す
ね
。
葬
儀
の
儀
礼
が
ど
う
な
る

か
と
い
う
こ
と
は
r

非
常
に
大
き
な
問
題
で
す
。
生

ま
れ
る
こ
と
も
死
ぬ
こ
と
も
皆
人
ま
か
せ
に
し
て
し

ま
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
命
を
ど
う
考
え
て
い
る

か
と
い
う
こ
と
で
、
本
当
は
生
き
て
い
る
自
分
自
身

が
考
え
て
い
く
こ
と
な
ん
で
す
。

生
ま
れ
る
こ
と
も
死
ぬ
こ
と
も
、
高
度
成
長
期
に

職
業
的
な
も
の
が
関
与
す
る
よ
う
に
な
る
ん
で
す
が
、

一
方
で
は
変
わ
ら
な
い
も
の
を
私
た
ち
は
持
っ
て
、

た
ぶ
ん
未
来
永
劫
に
子
供
の
命
な
ん
か
に
か
か
わ
る

こ
と
は
残
っ
て
い
く
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

民
俗
と
い
う
の
は
何
か
。
目
に
見
え
な
い
も
の
と

見
え
る
も
の
と
が
一
緒
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

有
形
も
無
形
も
本
当
は
別
々
に
あ
る
も
の
じ
ゃ
な
く
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て
、
同
じ
も
の
で
あ
る
ん
で
す
。
私
ど
も
は
何
と
な

く
こ
れ
は
有
形
で
す
、
こ
れ
は
無
形
で
す
と
分
け
な

け
れ
ば
、
学
問
じ
ゃ
な
い
み
た
い
に
考
え
る
悲
し
い

と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す
。

何
と
い
っ
て
も
生
活
文
化
と
い
う
の
は
生
き
方
を

知
る
学
問
だ
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
生
き
方
を
次

に
伝
え
な
き
ゃ
な
り
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
う
い
う
誇
り

を
持
っ
て
お
年
寄
り
が
生
き
て
い
く
必
要
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
、
そ
ん
な
こ
と
を
感
じ
て
い
る
ん
で

す。上
江
洲
生
き
方
を
知
る
学
関
で
す
か
、
い
い
言
葉

で
す
ね
。
そ
れ
は
人
が
い
る
か
ぎ
り
決
し
て
滅
び
る

こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

鎌
田
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
ど
ん
な
新
し
い
コ
ン

ク
リ
ー
ト
の
建
物
に
入
っ
て
も
、
床
の
間
に
か
わ
る

も
の
を
ど
こ
か
に
つ
く
っ
て
い
る
ん
で
す
。
何
に
も

な
い
団
地
の
中
で
、
そ
こ
に
一
っ
棚
を
つ
く
る
と
床

の
間
に
な
っ
て
、
お
父
さ
ん
の
座
る
場
所
、
横
座
に

か
わ
る
と
こ
ろ
が
テ
レ
ピ
の
前
に
あ
る
と
か
、
そ
う

い
う
こ
と
は
生
活
の
型
と
し
て
大
変
大
事
だ
と
思
い

ま
す
。
こ
れ
は
物
と
一
緒
に
伝
え
て
い
く
べ
き
も
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

上
江
洲
そ
れ
こ
そ
本
当
に
大
事
な
こ
と
で
す
ね
。

き
ょ
う
は
た
く
さ
ん
の
い
い
お
話
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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じ
予
想
を
は
る
か
に
上
回
る
惨
事
と
な
っ
た
阪
神
こ
淡
路
大
震
災

C

新
聞

等
で
そ
の
被
害
状
況
が
明
ら
か
に
な
る
た
び
に
、
現
地
の
方
々
に
対
し
、

深
く
お
く
や
み
の
念
を
申
し
あ
げ
て
お
り
ま
し
た
が
、
読
者
の
皆
様
方
，

そ
し
て
親
戚
等
の
方
々
に
被
害
は
あ
り
ま
せ
ん
て
し
た
か
。
ま
た
、
今
回

の
展
災
で
文
化
財
や
文
化
施
設
も
か
な
り
被
害
を
受
け
た
よ
う
で
す
が
、

一
日
も
早
く
復
旧
措
置
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
祈
願
し
て
や
み
ま
せ
ん
。

さ
て
、
今
月
号
は
有
形
民
俗
文
化
財
に
つ
い
て
の
特
集
を
組
み
ま
し
た

が
、
一
見
地
味
に
見
え
る
民
俗
文
化
財
も
、
い
ろ
い
ろ
探
っ
て
い
く
と
、

そ
れ
ぞ
れ
に
地
域
固
有
の
文
化
の
特
色
が
色
濃
く
残
っ
て
い
て
、
国
宝
や

重
要
文
化
財
等
と
は
違
っ
た
、
実
に
味
わ
い
深
い
良
さ
が
発
見
で
き
ま
す
。

例
え
ば
、
秋
田
県
の
八
郎
潟
漁
摂
用
具
や
、
庄
内
（
山
形
県
）
の
木
製
酒

器
コ
レ
ク
シ
ョ
、
＇
，
、
能
登
（
石
川
県
）
の
揚
浜
製
塩
用
具
な
ど
は
、
見
て

い
る
だ
け
で
も
あ
き
ま
せ
ん
。
た
だ
残
念
な
の
は
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、

今
日
で
は
博
物
館
等
で
し
か
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
今
後
、
そ
の
保
存
と
活
用
を
固
っ
て
い
く
中
で
、
民
衆
世
界
に
お

い
て
永
く
守
り
継
が
れ
て
き
た
が
田
舎
臭
さ
“
を
ど
こ
ま
で
保
ち
続
け
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
。
今
後
の
対
応
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
（
栗
）
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