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持
た
せ
る
た
め
の
試
み
を
、
六
年
生
を
主
と
し

て
始
め
ま
し
た
。
実
際
に
垂
柳
遺
跡
を
小
さ
く

し
た
も
の
を
学
校
の
そ
ば
に
作
り
、
現
在
、
一

辻

0
枚
の
小
さ
い
水
田
に
、
中
国
系
の
極
早
生
系

統
の
も
の
を
主
体
と
し
、
在
来
種
の
も
の
、
現

代
種
の
も
の
、
合
わ
せ
て
一

0
種
類
の
も
の
を

植
え
て
い
ま
す
。

こ
の
活
動
は
、
ま
ず
｝
学
校
が
主
体
と
な
っ

て
、
地
域
の
人
た
ち
と
か

P
T
A
の
関
係
者
、

農
協
の
関
係
者
と
い
ろ
い
ろ
連
絡
を
と
っ
て
、

一
年
間
の
計
画
を
立
て
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま

゜
す

f
 

財保全

弥
生
水
田
に
は
、
農
薬
も
何
も
使
わ
な
い
で

じ
か
炭

自
然
の
ま
ま
に
直
播
き
を
す
る
。
こ
の
こ
と
が

大
事
な
わ
け
で
、

鳥
を
防
い
だ
り
、
草
取
り
を

し
た
り
し
て
、
自
分
た
ち
の
手
で
稲
を
丈
夫
に

す
る
ん
で
す
。

そ
れ
か
ら
田
舎
館
に
出
た
弥
生
時
代
の
土
器

は
や
さ
し
い
の
が
特
色
な
ん
で
す
ね
。
横
に
平

行
線
の
み
ぞ
、
三
角
の
連
続
山
型
の
模
様
が
い

つ
ば
い
付
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
特

色
が
あ
る
田
舎
館
土
器
を
子
ど
も
た
ち
に
作
ら

せ
て
み
る
。
そ
し
て
、
秋
に
は
、
石
包
丁
な
ど

の
農
具
も
全
部
昔
の
ま
ん
ま
の
農
具
を
使
っ
て

I 
⑱司会

小林孝男
宮内庁侍従

前文化庁文化財保護部伝統文化課長

健 好

3
|
|
|
|
|
|
|
|
l

ャ

5
'
:
|
l
l
|
,
1

丁

。
↓
岩
瀬
良
三

千

葉

県

教

育

委

員

会

教

育

長

？
↓
三
隅
治
雄

実
践
女
子
大
学
敦
授

小
林
今
日
は
お
忙
し
い
中
お
祭
ま
り
い
た
だ
き

ま
し
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
た
だ
い

ま
か
ら
「
文
化
財
保
護
と
地
域
社
会
L

と
い
う

こ
と
で
話
を
進
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

文
化
財
と
い
う
の
は
、
我
が
国
の
長
い
歴
史

の
中
で
生
ま
れ
、
は
ぐ
く
ま
れ
て
今
日
の
世
代

に
守
り
伝
え
ら
れ
て
き
た
貴
重
な
国
民
の
財
産

で
あ
る
わ
け
で
す
。

我
が
国
の
歴
史
、

又
化
の
理
解
の
た
め
に
欠

く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た
r

将

来
の
文
化
の
向
上
、
発
展
の
基
礎
を
な
す
も
の

で
す
。
そ
の
た
め
に
文
化
財
の
適
切
な
保
存
r

活
用
を
図
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
あ
り
ま

。
甘ノ

文
化
財
の
保
存
の
た
め
に
は
同
や
地
方
公
共

団
体
の
施
策
、
そ
紅
か
ら
文
化
財
を
所
有
し
て

お
ら
れ
る
人
々
の
適
切
な
管
理
ぶ
必
要
で
あ
る

こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
わ
け
で
す
が
r

国

民
全
体
が
文
化
財
の
意
義
を
理
解
し
文
化
財
を

愛
護
す
る
気
持
ち
を
持
つ
と
い
う
こ
と
ぶ
、
何

3

な
か
．
入
て

豊

育

森

県

南

津

軽

郡

田

舎

館

村

立

田

舎

館

小

学

校

長

よ
り
も
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
各
地
域
で
多

く
の
人
が
文
化
財
保
護
に
か
か
わ
る
い
ろ
ん
な

活
動
を
活
発
に
展
開
さ
れ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で

す
が
、
ま
ず
学
校
教
育
の
中
で
ど
ん
な
取
組
み

が
な
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

秋
田
校
長
先
生
、
ま
ず
お
話
を
い
た
だ
け
れ
ば

あ
り
が
た
い
ん
で
す
が
。

―
―
体
験
で
学
ぶ
郷
土
の
歴
史
と
文
化

秋
田
青
森
県
の
田
舎
館
村
は
人
ロ
一
万
人
ぐ

ら
い
の
小
さ
い
村
で
す
が
、
昭
和
五
一
年
に
高

速
道
路
を
作
っ
て
い
る
最
中
に
、
た
く
さ
ん
の

土
器
と
二

0
0粒
の
焼
米
が
出
た
と
い
う
こ
と
．

で
r

大
変
話
題
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
東
北
大

学
の
研
究
に
よ
っ
て
、
五
七
年
に
な
っ
て
、
一
―

0
0
0
U年
前
の
弥
生
時
代
に
す
で
に
稲
作
が
行
わ

れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
実
証
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
こ
と
が
出
発
点
と
な
っ
て
、
弥
生
水
田
を

村
を
挙
げ
て
再
現
し
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
い
百

こ
と
で
、
「
弥
生
水
田
を
学
ぶ
会
」
と
い
う
も
の

が
い
ち
早
く
で
き
、
六
一
年
に
は
、
「
垂
柳
遣

跡
を
学
ぶ
会
」
と
い
う
組
織
が
で
き
ま
し
た
。

並
行
し
て
、
学
校
の
ほ
う
で
も
、
子
ど
も
た

ち
に
垂
柳
遺
跡
と
何
ら
か
の
か
か
わ
り
あ
い
を

収
穫
す
る
。

か
ん
と
う
い

子
ど
も
た
ち
は
素
っ
裸
に
な
っ
て
貫
頭
衣
を

着
て
田
植
え
か
ら
収
穫
ま
で
全
部
や
る
わ
け
で

す
髯
、
水
田
の
中
に
子
ど
も
た
ち
が
入
る
こ
と

自
体
、
非
常
な
喜
び
な
ん
で
す
ね
。

小
林
田
植
え
で
水
田
へ
入
る
と
い
う
こ
と
が
な

く
な
っ
た
ん
で
す
ね
。

も
う
ほ
と
ん
ど
機
械
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ

秋
田

が
子
ど
も
た
ち
は
苗
代
を
作
っ
た
り
、
直
播
で

す
か
ら
ば
ん
ば
ん
手
で
播
い
た
り
す
る
わ
け
で

す。小
林
垂
柳
遺
跡
の
発
見
に
よ
っ
て
、
弥
生
時
代

初
期
に
稲
作
文
化
が
東
北
地
方
の
最
北
部
ま
で

広
が
っ
て
い
た
こ
と
へ
か
実
証
さ
れ
て
、
考
古
学

界
で
は
も
の
す
ご
く
話
題
に
な
り
ま
し
た
ね
。

地
元
の
子
ど
も
た
ち
、
そ
れ
か
ら
お
父
さ
ん
、

お
母
さ
ん
た
ち
も
格
別
の
興
味
f
関
心
を
持
っ

て
お
ら
れ
る
ん
で
す
か
。

秋
田
は
い
。
田
舎
館
村
の
村
民
憲
章
に
は
r

第

一
番
目
に
「
私
た
ち
は
北
方
梢
作
文
化
発
祥
の

地
の
誇
り
を
持
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
が
、

う
た
っ
て
あ
る
わ
け
で
す
。
村
当
局
も
そ
の
再

現
に
努
力
し
て
お
り
、
資
料
館
も
立
派
な
も
の

が
作
ら
れ
ま
し
た
。

小
林
垂
柳
遺
跡
で
の
活
動
は
学
校
教
育
で
は

ど
う
い
う
位
置
付
け
に
な
る
ん
で
す
か
。

7
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つづき・つよし 昭和16

年生。塩飽諸島のうち誤

岐広島の出身。地元高 1 
等学校を卒業。現在、丸

亀市教育委員会社会

言::言二□I

秋
田
ま
ず
、
教
科
の
中
で
遣
跡
に
関
連
し
た
こ

と
を
教
え
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
社
会
科
で
は
、

弥
生
時
代
を
学
ぶ
と
き
に
は
、
遣
跡
か
ら
当
時

の
こ
と
を
想
像
し
な
が
ら
絵
を
か
い
て
み
る
。

国
語
や
勤
労
生
産
学
習
で
も
扱
う
。
道
徳
で
は

郷
土
愛
と
か
思
い
や
り
と
か

r

そ
う
い
う
こ
と

に
関
連
し
た
指
導
を
す
る
c

特
別
活
動
で
は
田

植
え
を
し
た
り
、
収
穫
し
て
「
あ
り
が
と
う
祭

り
」
と
い
う
こ
と
を
や
る
。
そ
れ
か
ら
ゆ
と
り

の
時
間
で
も
取
り
上
げ
る
な
ど
、
年
間
で
五
〇

時
間
ぐ
ら
い
こ
れ
に
使
っ
て
お
り
ま
す
。

を
聞
い
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て

ご
紹
介
い
た
だ
け
ま
す
で
し
ょ
う
か

C

岩
瀬
千
葉
県
は
ご
承
知
の
と
お
り
東
京
に
隣

接
し
て
お
り
、
戦
後
は
産
業
構
造
を
変
え
て
農

業
県
か
ら
工
業
県
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ

っ
て
、
昭
和
―
―

-
0年
ご
ろ
ニ
ニ

0
万
だ
っ
た
人

口
が
、
現
在
は
五
五

0
万
な
ん
で
す
ね
。
こ
の

よ
う
な
急
激
な
社
会
変
化
の
中
で
、
県
下
各
地

に
伝
わ
る
文
化
財
を
保
護
し
活
用
す
る
た
め
、

昭
和
四

0
年
代
か
ら
県
立
の
博
物
館
を
作
り
始

め
、
現
在
、
博
物
館
が
八
館
で
き
て
お
り
ま
し

.

'

-

+

'

ー

ニ

―

.

6
出

現

。

、

育

表

盟

教

和

市

。

長

賞

教

育

連

形

昭

前

業

校

臣

本

教

育

造

弘

卒

学

大

已

形

教

県

か

県

学

小

部

、

造

形

森

。

た

森

大

館

文

友

会

造

青

長

ゅ

青

前

舎

展

会

合

国

、

会

：

e

弘

田

会

会

連

全

長

盟

匂

牛

＿

。

、

潮

水

究

、

会

遮

ぁ

年

身

在

大

一

研

彰

副

育

ー
文
化
財
の
保
存
と
活
用

一

現
在
、
う
ち
の
学
校
は
勤
労
生
産
学
習
の
文

部
省
指
定
校
に
な
っ
て
お
り

r

そ
の
目
玉
が
弥

生
水
田
な
ん
で
す
。
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
一

番
楽
し
か
っ
た
思
い
出
は
何
か
と
い
う
と
、
六

年
生
で
取
り
組
詮
弥
生
水
田
の
こ
と
で
す
ね
。

子
ど
も
た
ち
も
郷
土
の
伝
統
文
化
を
い
い
方
向

で
受
け
止
め
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。

-
`
《
疇
噂
か
を
守
る

小
林
丸
亀
市
の
都
築
さ
ん
、
塩
飽
本
島
町
の

笠
島
の
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区

r

こ
れ
は

略
し
て
伝
建
群
と
言
っ
て
ま
す
け
れ
ど
も
、
い

ま
国
選
定
の
も
の
が
全
国
で
一
一
九
か
所
あ
る
ん

で
す
ね
。
伝
建
群
に
は
宿
場
町
と
か
門
即
町
と

か
、
い
ろ
い
ろ
性
格
が
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
こ

こ
の
場
合
は
ど
う
い
う
特
色
が
あ
る
ん
で
す
か
。

都
築
私
ど
も
の
町
は
、
港
町
と
い
う
こ
と
て
選

定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
離
島
の
伝
建
地
区

と
い
う
の
は
、
国
選
定
で
は
私
ど
も
の
島
と
沖

縄
の
竹
富
島
の
二
か
所
で
、
港
町
と
し
て
選
定

を
受
け
た
ん
で
す
け
れ
ど
も

r

昔
は
現
在
の
港

み
た
い
な
大
き
な
港
で
は
な
く
、
風
待
ち

r

潮

待
ち
の
港
だ
っ
た
の
で
す
。

が
ら
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
そ
の
よ
う
な
博
物
館
の
一
っ
と
し
て

た
だ
い
ま
お
話
の
あ
り
ま
し
た
「
房
総
の
ぢ
ら
」

と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
県
で
所
有

い

ん

ば

さ

か

え

ま

ち

L

し
て
い
た
印
施
郡
栄
町
の
約
ニ
ニ
ヘ
ク
タ
ー
ル

の
土
地
に
、
昔
の
農
家
だ
と
か
武
家
屋
敷
だ
と

か
商
家
群
な
ど
を
い
く
つ
も
建
設
し
ま
し
て
、

実
際
の
商
品
流
通
と
か
、
農
家
の
生
産
の
様
子

と
か
、
武
家
屋
敷
に
は
ど
う
い
う
も
の
が
あ
っ

た
か
と
か
い
う
よ
う
に
、
生
活
習
慣
ま
で
含
め

て
再
現
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
こ
で
は
、
昔

の
お
菓
子
や
お
餅
な
ど
を
売
っ
た
り
、
紙
を
漉

い
た
り
r

と
き
に
は
武
家
屋
敷
で
、
そ
こ
で
採

れ
た
お
茶
を
入
れ
て
み
た
り
と
い
う
よ
う
な
こ

と
を
や
っ
て
お
り
、
今
で
は
、
年
間
六
〇
演
目

く
ら
い
の
実
演
と
製
作
を
体
験
し
て
も
ら
っ
て

お
り
ま
す
。
家
族
づ
れ
で
昔
の
生
活
に
触
れ
な

が
ら
こ
こ
で
楽
し
く
一
日
を
過
ご
せ
る
と
い
う

点
で
は
、
非
常
に
有
益
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思

っ
て
ま
す
。

千
葉
県
で
は
、
J
こ
の
よ
う
に
地
域
ご
と
に
作

っ
た
博
物
館
を
有
効
に
利
用
す
る
こ
と
も
大
事

だ
と
い
う
こ
と
で
、
博
物
館
の
利
用
の
在
り
方

な
ど
を
研
究
し
て
そ
の
事
例
集
な
ど
を
発
行
し
、

参
考
に
供
す
る
と
い
う
こ
と
も
し
て
い
ま
す
。

園

小
林
笠
島
の
伝
建
地
区
で
は
、
地
域
の
人
た
ち

は
ど
ん
な
活
動
を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
し

ょ
う
か
。

都
築
私
の
と
こ
ろ
は
過
疎
化
が
か
な
り
進
ん
で

お
り
ま
し
て

r

お
年
寄
り
が
大
半
を
占
め
て
お

り
、
島
に
は

r

子
ど
も
は
非
常
に
少
な
い
ん
で

す
。
た
ま
た
ま
私
が
敦
育
委
員
会
で
文
化
。
青

少
年
を
担
当
し
て
お
り
ま
し
た
関
係
で
、
陸
地

部
の
子
ど
も
を
こ
の
本
島
に
送
り
込
み
ま
し
て
、

伝
建
地
区
の
空
き
家
を
利
用
し
て
、
そ
こ
で
自

分
た
ち
で
食
事
を
作
っ
て
食
べ
た
り
、
地
区
の

人
に
昔
の
風
習
や
島
の
生
活
と
か
を
お
聞
き
し

た
り
す
る
。
あ
る
い
は
島
全
体
の
文
化
財
を
利

用
し
て
オ
リ
エ
ン
テ
ー
リ
ン
グ
を
や
っ
た
り
す

る
と
い
う
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

―
―
博
物
館
は
地
域
文
化
を
伝
え
る
拠
点

小
林
学
校
あ
る
い
は
社
会
教
育
の
場
で
文
化

財
を
活
用
し
た
い
ろ
い
ろ
の
取
紀
み
の
例
を
ご

紹
介
い
た
だ
い
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
ち
ょ
っ

と
角
度
を
変
え
て
岩
瀬
さ
ん
に
お
尋
ね
し
ま
す
。

千
葉
県
で
は
博
物
館
を
県
内
の
要
所
、
要
所

に
建
て
る
と
か
、
「
房
総
の
む
ら
」
を
骰
置
す
る

な
ど
、
よ
そ
に
は
見
ら
れ
な
い
特
色
の
あ
る
文

館
長
に

な
っ
て
い
た
だ
い
た
り
し
て
ま
す
。
そ
う
し
ま

す
と
学
校
と
の
縁
も
さ
ら
に
深
く
な
っ
て
、
そ

の
地
域
の
児
童
生
徒
さ
ん
に
見
に
き
て
も
ら
う

こ
と
も
多
く
な
り
ま
す
。

平
成
三
年
に
は
、
新
し
い
事
業
と
し
て
、
博

物
館
資
料
を
学
校
に
持
ち
込
む
移
動
博
物
館
構

想
を
考
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
な
ど
も
う
ま
く
い

っ
て
喜
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
、
で
き
る
だ
け
広

め
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

一
＿
心
が
大
切
な
伝
統
文
化
の
継
承

小
林
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

三
隅
先
生
は
民
俗
芸
能
が
ご
専
門
で
全
国
を

あ
ち
こ
ち
回
っ
て
お
ら
訊
ま
す
如
、
最
近
の
我

が
国
の
急
激
な
社
会
の
変
化
に
伴
っ
て
J
全
体

の
傾
向
と
し
て
文
化
財
の
保
護
の
現
状
は
憂
う

べ
き
状
況
に
な
り
つ
つ
あ
る
の
か
、
い
や
い
や
、

そ
ん
な
捨
て
た
も
ん
じ
ゃ
な
い
、
一
時
に
比
べ

て
郷
土
の
伝
統
文
化
を
見
直
そ
う
と
い
う
気
運

が
高
ま
っ
て
き
つ
つ
あ
る
と
感
じ
て
お
ら
れ
る

の
か
。
そ
の
へ
ん
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

三
隅
そ
う
で
す
ね
。
か
つ
て
日
本
全
体
の
八

0

％
が
い
わ
ば
農
村
で
あ
っ
て
r

少
な
く
と
も
農

村
的
な
地
盤
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
が
構
成

，
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さ
九
て
い
た
。
昭
和
三

0
年
ご
ろ
ま
で
は
大
体

そ
う
い
う
基
盤
が
ず
っ
と
つ
な
が
っ
て
い
た
と

い
う
状
況
の
中
で
、
伝
統
的
な
文
化
が
数
多
く

地
域
、
地
域
に
根
づ
い
て
作
り
上
げ
ら
れ
て
き

た
。
と
こ
ろ
が
昭
和
三

0
年
代
と
い
う
の
は
、

ま
だ
戦
争
の
傷
跡
が
割
合
に
大
き
か
っ
た
も
ん

で
す
か
ら
、
伝
統
文
化
を
伝
え
て
い
こ
う
と
い

う
情
熱
が
比
較
的
薄
い
状
況
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。

特
に
民
俗
芸
能
の
場
合
な
ど
は
、
年
齢
が
大
体

一
五
歳
か
ら
二
五
歳
と
い
う
昔
風
に
い
う
と
こ

ろ
の
若
者
組
、
い
ま
な
ら
青
年
団
と
い
う
人
た

分
の
地
域
を
離
れ
て
高
校
な
ど
へ
進
学
す
る
と
、

伝
統
芸
能
に
対
す
る
取
組
み
が
一
時
中
断
さ

れ
る
と
い
う
問
題
が
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

だ
か
ら
r

全
体
的
に
申
し
ま
す
と
、
文
化
財

の
保
護
の
少
な
く
と
も
意
義
に
つ
い
て
は
、
全

国
的
に
ほ
ぼ
私
は
浸
透
し
た
と
思
い
ま
す
。
た

だ
、
そ
れ
を
生
か
し
て
い
く
経
済
的
な
地
域
の

基
盤
と
地
域
に
お
け
る
人
材
の
定
着
と
い
っ
た

も
の
が
少
な
い
こ
と
が
、
討
し
ろ
伝
統
芸
能
、

伝
統
文
化
の
将
来
に
対
し
て
危
機
感
を
感
じ
さ

せ
る
一
番
大
き
な
理
由
で
は
な
い
か
と
考
え
る

っ
ナ
．
で
す
。

、1
1
1

一
文
化
財
の
保
設
意
識
を
高
め
る

—□
1化
財
の
活
用
と
開
発

小
林
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

実
は
一
口
に
文
化
財
と
い
い
ま
し
て
も
、
非

常
に
多
種
多
様
な
も
の
が
あ
り
ま
す
ね
。
有
形

文
化
財
、
無
形
文
化
財
、
史
跡
、
そ
れ
か
ら
町

並
み
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
保
護
、
保
存
の
や
り
方

が
這
っ
わ
け
で
す
し
、
国
な
り
地
方
公
共
団
体

が
一
生
懸
命
に
保
護
、
保
存
策
を
講
じ
て
い
る

わ
け
で
す
が
、
文
化
財
と
い
う
の
は
従
来
は
ど

ち
ら
か
と
い
う
と
、
先
祖
か
ら
守
り
伝
え
ら
れ

ち
の
手
で
伝
承
さ
汎
て
き
た
の
で
す
が
f
こ
の

人
た
ち
に
日
本
の
伝
統
文
化
は
葬
常
に
遅
れ
て

い
る
も
の
だ
と
い
う
意
識
i
'
つ
ま
り
外
国
に
対

す
る
一
種
の
コ
ン
プ
レ
ッ
タ
ス
が
ず
っ
と
あ
っ

た
わ
け
で
す
。
こ
の
た
め
、
文
化
財
保
護
法
な

ど
に
よ
っ
て
、
日
本
の
伝
統
文
化

r

文
化
財
は

大
事
な
ん
だ
と
い
う
啓
蒙
が
行
わ
れ
、
よ
う
や

＜
昭
和
四

0
年
代
に
＼
つ
て
、
目
分
た
ち
の
地

域
に
あ
る
伝
統
文
化
と
い
う
の
は
非
常
に
大
事

な
ん
だ
と
い
う
気
持
ち
が

r

彰
壽
と
し
て
地
域

の
人
々
の
間
に
出
て
き
ま
し
た
。
）
と
こ
ろ
蛉
高

度
経
済
成
長
の
波
の
中
で
、
農
村
に
い
た
人
文

ち
、
特
に
伝
統
文
化
の
担
い
手
で
あ
る
若
者
た

ち
の
流
出
が
r

非
常
に
大
き
く
な
っ
て
き
た
。

そ
の
た
め
に
今
度
は
文
化
財
と
し
て
の
伝
統
文

化
の
意
義
は
地
元
に
浸
透
し
た
け
れ
ど
も
入
が

い
な
く
な
る
と
い
う
状
況
が
出
て
き
て
、
そ
れ

髯
昭
和
五

0
年
代
に
も
引
き
継
が
れ
て
き
ま
し

た
。
そ
う
い
う
間
に
あ
っ
て
今
度
は
い
っ
た
ん

出
た
若
者
た
ち
が
、
自
分
た
ち
の
郷
里
に
戻
っ

て
く
る
、
い
わ
ゆ
る

U
タ
ー
ン
現
象
が
若
干
現

れ
て
き
た
昭
和
四

0
年
代
か
ら
五

0
年
代
に
、

自
分
た
ち
が
や
っ
ぱ
り
伝
統
文
化
を
守
ら
な
け

れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
意
識
の
も
と
で
、
伝
統

芸
能
が
再
興
し
て
い
く
と
い
う
状
況
が
し
ば
ら

て
、
次
代
に
引
き
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
で
、
ど
う
し
て
も
守
り
の
仕
事
だ
っ

た
わ
け
で
す
。
や
は
り
、
こ
れ
か
ら
は
そ
う
い

う
も
の
を
い
ろ
ん
な
形
で
利
用
、
活
用
し
つ
つ

次
代
に
引
き
継
い
で
い
く
と
い
う
視
点
が

r

大

事
に
な
っ
て
く
る
ん
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け

で
す
。そ

う
い
う
こ
と
で
笠
島
の
伝
建
地
区
の
場
合
、

こ
う
い
う
も
の
を
活
用
し
つ
つ
保
護
す
る
と
い

う
こ
と
を
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
ふ
う
に
や
ら

れ
て
お
ら
れ
ま
す
か
。

都
築
町
並
み
の
場
合
、
保
存
と
保
證
は
お
金
で

で
き
ま
す
か
ら
案
外
ス
ム
ー
ズ
に
い
く
ん
で
す

け
ど
、
活
用
と
な
る
と
な
か
な
か
難
し
い
点
犀

あ
り
ま
す
。
人
が
住
ん
で
い
ま
す
か
ら
、
勝
手

に
行
っ
て
あ
け
て
中
に
入
っ
て
見
渡
す
わ
け
に

も
い
か
な
い
。

活
用
と
い
う
こ
と
で
は
、
陸
地
部
の
子
ど
も

た
ち
を
校
区
単
位
で
島
に
連
れ
て
い
き
、
お
年

寄
り
か
ら
い
ろ
ん
な
こ
と
を
聞
い
て
、
そ
れ
を

記
録
で
残
す
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
た
ん

で
す
。
前
年
度
ニ
―
校
区
全
部
の
小
学
校
で
こ

の
活
動
が
済
ん
だ
の
で
、
そ
れ
を
「
本
島
の
文

化
財
」
と
い
う
こ
と
で
本
に
ま
と
め
て
い
ま
す
。

小
林
秋
田
校
長
先
生
、
自
分
た
ち
の
住
ん
で
い

く
続
い
た
わ
け
な
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
そ
れ

が
昭
和
六

0
年
代
に
入
る
に
つ
れ
て
、
人
口
の

大
都
市
集
中
が
一
層
顕
在
化
し
、
か
つ
て
伝
統

芸
能
を
数
多
く
持
っ
て
い
た
地
域
の
過
疎
化
も
、

極
め
て
急
速
に
進
み
始
め
ま
し
た
。
そ
し
て
当

然
伝
統
芸
能
の
担
い
手
で
あ
る
人
た
ち
が
、
段
々

少
な
く
な
っ
た
。
で
も
、
な
ん
と
か
守
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
地
域
の
文
化
こ
そ
が

日
本
の
文
化
の
根
源
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
、

特
に
民
俗
芸
能
で
は
、
文
化
財
の
指
定
制
度
が

充
実
し
て
き
て
、
補
助
事
業
、
公
開
事
業
な
ど

も
積
極
的
に
進
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た

中
で
わ
ず
か
に
残
っ
た
人
々
に
伝
統
芸
能
を
守

る
基
盤
が
、
ず
っ
と
今
日
ま
で
引
き
継
蛉
れ
て

き
た
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
伝
統
芸
能
と
い
う
も
の
は
、
や
は
り

新
し
い
文
化
髯
入
り
に
く
い
地
域
に
割
合
固
ま

っ
て
残
る
だ
め
、
そ
う
い
う
地
域
の
い
わ
ば
経

済
振
輿
の
よ
う
な
も
の
が
な
い
と
、
担
い
手
を

村
に
呼
び
戻
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
状
況

が
ず
っ
と
あ
り
ま
し
た
。

そ
ん
な
状
態
の
も
と
で
最
近
に
な
っ
て
、
顕

著
に
表
れ
て
き
て
い
る
の
は
、
小
学
校
、
中
学

校
あ
た
り
で
伝
統
芸
能
を
ク
ラ
ブ
活
動
な
ど
に

取
り
込
む
地
域
州
増
え
て
き
て
い
る
こ
と
で
す
。

と
で
、
子
ど
も
た
ち
が
郷
土
の
歴
史
に
関
心
を

も
ち

r

郷
土
の
歴
史
を
愛
す
る
と
い
い
ま
す
か
、

そ
う
い
う
気
運
が
高
ま
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と

は
あ
る
わ
け
で
す
か
。

秋
田
そ
う
い
う
も
の
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
村
自
身
び
っ
く
り
し
た
わ
け
で
す
ね
。

と
こ
ろ
が
子
ど
も
た
ち
に
は
、
郷
土
の
歴
史
を

や
っ
ぱ
り
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
郷
土
の

歴
史
に
つ
い
て
の
体
験
学
習
を
し
て
い
る
間
に
、
＇

そ
の
歴
史
が
い
か
に
す
ば
ら
し
い
も
の
で
あ
る

か
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
せ
な
け
紅
ば
い
け
な

い
。
こ
れ
は
私
ど
も
学
校
現
場
の
責
任
じ
ゃ
な

い
か
と
思
う
ん
で
す
ね
。
子
ど
も
た
ち
は
、
体

験
学
習
を
通
し
て
、
私
た
ち
の
村
に
は
こ
う
い

う
立
派
な
も
の
が
あ
っ
た
ん
だ
と
い
う
先
祖
に

対
す
る
誇
り
を
持
つ
こ
と
に
な
り
、
＇
そ
れ
を
守

る
ん
だ
、
自
分
た
ち
も
知
っ
て
お
く
ん
だ
と
思

う
よ
う
に
な
る
。
毎
年
体
験
学
習
に
取
り
組
む

こ
と
に
よ
っ
て
子
ど
も
た
ち
の
村
を
理
解
す
る

気
持
ち
が
全
然
違
っ
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と

思
い
、
い
ま
で
は
村
を
挙
げ
て
や
っ
て
お
り
ま

す。小
林
岩
瀬
さ
ん
、
千
葉
県
に
は
い
ろ
い
ろ
な
遺

跡
や
民
俗
文
化
財
が
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
け
れ

ど
も
都
市
化
が
進
ん
で
い
る
中
で
、
こ
れ
ら
地
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和

。

昭

初

記

課

庁

昭

身

。

、

庁

化

内

出

卒

省

化

文

宮

ぉ

県

部

入

文

統

在

か

森

学

省

、

伝

現

た

冑

法

部

官

、

0
,

。

学

文

画

長

伍

が

生

大

年

企

課

歴

°

ば

年

北

41
局

物

を

従

}

)

1

6

東

和

中

念

長

侍

域
の
文
化
財
が
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
。
そ
の
た

め
に
地
域
の
文
化
財
を
保
護
、
保
存
し
よ
う
と

い
う
趣
旨
で
博
物
館
を
た
く
さ
ん
作
っ
て
お
ら

れ
る
の
か
な
と
思
う
わ
け
で
す
。
こ
の
都
市
化

と
い
う
の
は
文
化
財
の
保
存
と
活
用
に
相
当
影

響
が
あ
る
わ
け
で
し
ょ
う
か
。

岩
瀬
い
い
面
と
悪
い
面
と
あ
る
と
思
う
ん
で
す

ね
。
大
き
な
団
地
を
作
る
と
、
地
域
の
い
ろ
い

ろ
の
伝
統
的
な
も
の
が
失
わ
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い

か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
ね
。

先
ほ
ど
三
隅
先
生
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
よ
う

て
今
歌
っ
て
い
る
そ
の
人
、
ま
た
、
そ
れ
を
見

る
人
の
今
の
喜
び
に
つ
な
が
ら
な
い
と
生
き
て

こ
な
い
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
過
去
の
残
存
と

い
う
よ
う
な
状
況
か
ら
は
、
な
か
な
か
活
気
が

で
て
こ
な
い
。
む
し
ろ
f
伝
え
る
中
で
、
同
時

に
創
る
と
い
う
意
欲
が
、
そ
の
伝
承
者
の
中
に

生
じ
て
こ
な
い
と
そ
の
芸
能
に
活
気
が
出
て
こ

な
い
ん
で
す
。
例
え
ば
伝
統
的
な
神
楽
で
も
昔

の
も
の
を
何
と
か
き
ち
ん
と
継
承
す
る
一
方
て
、

創
作
神
楽
と
い
い
ま
す
か
、
自
分
た
ち
で
そ
の

神
楽
の
持
っ
て
る
も
の
を
素
材
に
し
て
何
か
創

っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
や
ら
せ
て
み
た
途
端

に
、
み
ん
な
の
目
が
輝
く
と
い
う
状
況
が
あ
る

ん
で
す
ね
。
伝
統
芸
能
と
い
う
も
の
は
過
去
の

残
存
だ
け
で
は
な
く
て
、
明
日
の
芸
術
を
創
る

―
つ
の
種
な
ん
だ
と
い
う
気
持
も
抱
え
た
う
え

で、
9

伝
承
の
作
業
を
や
っ
て
い
か
な
く
ち
ゃ
い

け
な
い
。

た
だ
、
昔
を
伝
え
る
も
の
に
関
し
て
は
、
現

在
、
映
像
と
い
う
の
が
非
常
に
発
達
し
て
お
り

ま
す
か
ら
、
そ
う
い
う
も
の
で
き
ち
ん
と
記
録

し
て
い
っ
で
も
立
ち
戻
れ
る
状
況
を
作
っ
て
お

／
＼
そ
し
て
そ
う
い
う
も
の
か
ら
新
し
い
芽
を

吹
き
出
さ
せ
る
こ
と
へ
好
意
を
持
っ
て
見
て
あ

げ
る
必
要
が
あ
る
。
過
去
の
も
の
に
ち
り
一
っ

付
け
て
は
い
け
な
い
と
い
う
形
だ
と
、
伝
統
芸

能
は
若
者
か
ら
絶
対
に
離
れ
で
し
ま
う
と
い
う

こ
と
は
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

岩
瀬
今
の
先
生
の
お
話
は
そ
の
と
お
り
で
す

ね
。
千
葉
で
国
際
的
な
行
事
の
中
で
民
俗
芸
能

公
演
を
や
っ
た
と
き
に
、
受
け
入
れ
ら
れ
や
す

い
よ
う
に
ア
レ
ン
ジ
し
て
い
た
だ
い
た
ん
で
す
。

そ
う
し
た
と
こ
ろ
、
み
ん
な
が
非
常
に
楽
し
ん

だ
。
そ
れ
も
伝
統
芸
能
の
一
環
な
わ
け
で
す
°

だ
か
ら
、
今
の
若
い
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
た

め
に
は
、
一
っ
は
受
け
入
れ
や
す
く
さ
せ
る
こ

と
も
大
事
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

三
隅
そ
の
作
業
が
な
い
と
、
ど
う
し
て
も
人
々

みすみ＇はるお 昭和 2年生。大阪

府出身。国学院大学国文学科卒。

東京国立文化財研究所芸能部長を

経て現在実践女子大学文学部教

授。民俗芸能学会代表理事。文学

池土。著：書芸能史の民俗的研究；

ほか多数。
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文
化
財
の
保
存
と
活
用，

 

ー

心

に
、
人
が
い
な
く
な
っ
た
り
、
経
済
的
な
変
化

に
よ
る
影
響
も
あ
り
ま
す
。

と

つ

こ

う

さ

ん

ば

そ

う

成
田
市
に
は
「
取
香
の
三
番
斐
」
が
あ
り
ま

す
が
、
伝
承
の
中
心
を
青
年
会
か
ら
保
存
会
に

か
え
て
一
生
懸
命
芸
能
を
受
け
継
ぐ
活
動
を
し

て
、
五

0
年
代
に
成
田
市
指
定
、
六
二
年
に
は

県
指
定
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
背
景
に
は
、

―
つ
は
若
い
人
が
い
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と

と
、
も
う
―
つ
は

r

そ
こ
に
成
田
周
辺
の
経
済

的
な
活
況
が
出
て
き
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
こ
と
か
ら
、
地
域
の
人
た
ち
叩
、
伝
統
文
化

に
目
を
向
け
て
、
「
こ
れ
は
保
存
し
な
け
れ
ば
い

け
な
い
」
と
い
う
運
動
が
盛
り
上
が
っ
た
こ
と

は
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
さ
っ
き
の
水
田
の
話
の
よ
う
に
、

地
域
で
何
か
が
発
見
さ
れ
ま
す
と
そ
こ
の
住
民

に
い
ろ
い
ろ
と
関
心
も
出
て
き
ま
す
。
市
原
市

で
は
、
い
わ
ゆ
る
王
賜
銘
鉄
剣
州
昭
和
六
三
年

に
発
見
さ
れ
、
五
世
紀
ご
ろ
の
銘
文
入
り
の
も

の
で
は
一
番
古
い
の
で
は
な
い
か
と
い

9
こ
と

で
非
常
に
関
心
を
集
め
て
き
た
。
そ
う
い
う
意

昧
で
文
化
財
に
つ
い
て
の
認
識
も
、
い
ろ
い
ろ

な
人
の
指
導
で
広
ま
っ
た
と
い
う
の
も
事
実
で

す
が
r

突
然
の
新
発
見
な
ど
に
よ
っ
て
文
化
財

の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
わ
け
で

す
ね
。
で
す
か
ら
市
原
市
で
は
文
化
財
と
い
う

の
は
大
事
だ
と
い
う
意
識
が
高
ま
り
、
博
物
館

を
作
っ
て
く
れ
と
い
う
運
動
蛉
起
こ
っ
た
わ
け

で
す
ね
。
開
発
さ
れ
た
か
ら
全
部
が
全
部
悪
く

な
る
と
い
う
わ
け
で
な
く
、
よ
い
方
に
も
影
響

す
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

eo 
ー

―
―
文
化
財
は
明
日
の
芸
術
を
麒
る
種

小
林
三
隅
先
生
、
民
俗
芸
能
が
い
ろ
ん
な
形
で

全
国
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
あ
る
人
た
ち
は
学

校
の
ク
ラ
ブ
活
動
と
し
て
や
克
あ
る
い
は
、

い
ま
青
平
団
と
い
う
ん
で
す
か
、
公
民
館
や
何

か
で
夜
集
ま
っ
た
り
し
て
活
動
し
て
い
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
全
く
昔
の
や
り
方
で
や

っ
て
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
若
い
人
た
ち
辺
意
向

で
、
苦
の
も
の
と
様
式
な
り
形
式
が
多
少
変
わ

り
つ
つ
あ
る
と
い
う
西
も
あ
る
ん
だ
ろ
う
と
思

う
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
へ
ん
は
ど
う
考
え
た
ら

い
い
わ
け
で
す
か
。

三
隅
そ
れ
は
確
か
に
あ
る
わ
け
で
す
。
た
だ
r

や
っ
ぱ
り
芸
能
の
場
合
は
文
化
財
と
い
い
ま
し

て
も
、
過
去
の
も
の
が
そ
の
ま
ま
残
る
と
い
う
i

状
況
は
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
芸
能
の
死
を
意
一

味
す
る
。
つ
ま
り
芸
能
と
い
う
の
は
、
今
演
じ

l

,3,,1む
9
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i
'
:
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、
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_
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ヽ
く
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!
ー
ー
ト
ー
・
,
'
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一

の
関
心
の
外
に
置
き
去
り
に
さ
れ
て
し
ま
う
と
一

い
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
新
し
い
も

の
を
創
ろ
う
と
い
う
こ
と
の
た
め
に
、
古
い
も

の
の
大
事
さ
蛉
わ
か
っ
て
く
る
。
そ
の
古
い
と

こ
ろ
か
ら
何
か
抵
抗
が
あ
る
か
ら
、
新
し
い
も

の
を
創
ろ
う
と
い
う

r

こ
こ
の
せ
め
ぎ
あ
い
の

バ
ラ
ン
ス
炉
取
れ
た
状
態
が
、
伝
承
の
一
番
健

康
な
状
況
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
れ
が
ど
っ
ち
か
に

偏
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
は
、
文
化
の
偏
向
が
生

ま
れ
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
考
え
ま
す
。

実
は
、
三
月
九
日
に
奥
―
―
一
河
芸
能
祭
と
い
う
の

這
愛
知
県
の
新
城
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
っ
た

の
で
す
が
、
今
年
て
四
回
目
を
数
え
ま
す
。
奥

三
河
と
い
う
の
は
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
伝
統

芸
能
の
一
番
多
い
地
域
で
し
て
、
そ
こ
に
は
花

祭
り
と
か
何
々
田
楽
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
も
の

忍
密
集
し
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
も
の
を

も
う
一
度
見
直
し
て
み
よ
う
と
い
っ
た
こ
と
で
、

そ
れ
を
ス
テ
ー
ジ
に
乗
せ
て
い
ま
す
が
、
そ
の

一
番
最
後
に
必
ず
創
作
を
入
れ
る
ん
で
す
。
例

え
ば
、
田
楽
を
取
り
上
げ
た
場
合
に
は
創
作
田

楽
を
や
る
。
そ
う
す
る
と
デ
ィ
ス
コ
調
の
田
楽

に
対
し
て
、
昔
の
田
楽
を
伝
え
て
る
方
が
も
の

す
ご
く
敵
が
い
心
を
持
つ
。
敵
が
い
心
を
持
っ

た
と
き
に
そ
の
田
楽
は
急
に
炎
が
出
て
く
る
と

い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

|
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ー
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な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
皆
さ
ん
に
知
ら
れ
た
と

い
う
こ
と
は
確
か
で
湘
戸
大
橋
の
影
響
も
あ
り
、

全
国
か
ら
人
が
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ

の
点
は
い
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
今
皆
さ
ん
が

お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
伝
統
文
化
を
受
け
継

ぐ
と
い
う
の
は
、
や
っ
ぱ
り
人
で
す
か
ら
f
死

ん
だ
町
並
み
を
作
っ
て
は
何
に
も
な
ら
な
い
の

＼ ， 

＼ 
賢唸巧~--

rク
4
 

秋
田

量
閏
疇
文
化
財
の
保
存
と
活
用

や
っ
ぱ
り
芸
能
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
炎
か

伝
承
者
の
中
で
燃
え
た
ぎ
ら
な
い
と
、
完
全
に

死
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

小
林
文
化
財
と
し
て
指
定
す
る
芸
能
と
い
う

1
三
そ
の
や
り
方
、
衣
装
、
道
具
ま
で
、
あ
る

程
度
決
ま
っ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
で
し
ょ
う
。

だ
か
ら
昔
式
の
や
り
方
で
や
っ
て
て
、
こ
と
に

新
し
い
創
造
性
を
あ
ま
り
付
け
加
え
る
と
文
化

財
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
。
そ
の
へ
ん
の

兼
ね
合
い
が
非
常
に
雌
し
い
で
す
ね
。

三
隅
古
い
も
の
と
新
し
い
も
の
が
競
っ
て
る
間

に
古
い
部
分
[
少
し
ず
っ
削
り
取
ら
れ
る
ん
じ

ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
、
あ
ん
ま
り
恐
れ
過

ぎ
る
と
化
石
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
あ

る
の
で
す
ね
。
だ
か
ら

r

そ
の
へ
ん
の
看
視
を

我
々
は
ど
こ
ま
で
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
。
今
~
、
A
V
9
関
係
の
檬
器
が
い
ろ
い

ろ
出
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
も
の
を
フ

ル
に
活
用
し
て
、
今
あ
る
も
の
を
毎
年
追
跡
記

て
い
く
。
そ
う
い
ら
と
こ
ろ
に
も
配
慮

す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

岩
瀬
今
の
話
の
中
に
も
出
て
き
て
ま
す
砂
ど
、

も
う
i
つ
は
発
表
の
場
を
用
意
す
る
と
い
う
こ

と
が
大
事
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
ね
。
千

葉
県
で
は
県
指
定
の
無
形
文
化
財
を
中
心
に
民

俗
芸
能
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
を
一

l

一
年
間
か
け
て
ひ

と
わ
た
り
や
っ
た
ん
で
す
け
ど
も
、
保
存
会
の

人
た
ち
が
意
欲
を
持
っ
て
や
る
に
は
、
多
く
の

人
に
見
て
も
ら
う
発
表
の
場
所
が
や
は
り
必
要

な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
ね

C

可
冒
彗
文
化
財

小
林

ふ
る
さ
と
創
生
事
業
で

．．
 

何
か
新
し
い
事

業
な
り
/

1

ベ
ン
ト
を
考
え
ろ
と
い
う
話
が
あ
っ

た
と
き
に
、
全
国
の
市
町
吋
の
約
三
分
の
一
ぐ

ら
い
は
何
ら
か
の
意
味
で
有
形
、
無
形
の
文
化

財
に
か
か
わ
り
の
あ
る
事
業
を
お
考
え
に
な
り

ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
各
地
域
で
文
化
財
の
位
置

付
け
が
、
非
常
に
大
き
な
ウ
ェ
ー
ト
を
占
め
て

い
る
な
あ
と
い
う
気
が
し
た
わ
け
で
す
。

た
ま
た
ま
田
舎
館
の
場
合
も
垂
柳
と
い
う
非

常
に
ユ
ニ
ー
ク
な
遺
跡
の
発
見
か
き
っ
か
村
で
，
＇

い
ろ
い
ろ
な
活
動
が
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で

す
が
、
地
域
の
伝
統
的
な
文
化
財
の
効
用
と
い

い
ま
す
か
、
意
義
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う

こ
と
に
つ
い
て
、
何
か
お
考
え
が
ご
ざ
い
ま
す

で
し
ょ
＞
つ
か
。

垂
柳
遺
跡
で
は
、
土
器
や
水
田
跡
が
た
＜

で
、
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
考

え
て
い
る
ん
で
す
が
過
疎
と
い
う
の
が
い
つ
も

頭
に
あ
る
も
ん
で
す
か
ら
、
そ
の
地
域
の
住
民

が
何
か
を
や
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
な
か

な
か
難
し
い
で
す
ね
。
現
在
f
伝
建
地
区
に
は

空
き
家
が
大
体
三
分
の
一
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
そ
の
空
き
家
を
だ
れ
か
に
貸
し
て
あ
げ
る

と
い
う
こ
と
は
ど
う
か
と
い
う
案
も
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
、
J
芸
術
大
学
な
ど
に
無
料
で
貸
し
て
あ

げ
て
、
こ
の
町
並
み
に
き
て
彫
刻
な
り
絵
な
り

陶
器
な
り
を
制
作
し
て
も
ら
う
。
帰
る
と
き
に

は
作
品
を
何
点
か
置
い
て
帰
っ
て
も
ら
う
こ
と

で
、
芸
術
村
を
作
っ
た
ら
ど
う
か
と
い
う
こ
と

も
考
え
て
い
ま
す
。

岩
瀬
私
が
生
ま
れ
た
と
こ
ろ
は
佐
原
と
い
う
伊

能
忠
敬
先
生
の
ふ
る
さ
と
な
ん
で
す
。
小
学
校

の
最
上
級
生
の
こ
ろ
じ
ゃ
な
か
っ
た
か
と
思
う

ん
で
す
が
、
忠
敬
先
生
の
座
っ
て
る
絵
を
み
ん

な
i
枚
ず
つ
描
か
せ
ら
れ
た
ん
で
す
。
そ
う
い

う
絵
を
自
分
で
描
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
非
常

に
記
憶
に
残
っ
て
る
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
こ

と
か
ら

r

佐
原
に
は
地
図
の
先
覚
者
の
伊
能
忠

敬
先
生
が
お
ら
れ
た
と
い
う
印
象
が
強
い
で
す

ね。
ま
た
、
さ
っ
き
町
並
み
の
お
話
虹
あ
り
ま
し

た
が
、
佐
原
の
古
い
町
並
み
を
よ
く
保
存
し
て

さ
ん
出
ご
当
時
r

稲
作
が
行
わ
れ
て
い
た
と

い
う
こ
と
は
実
証
さ
れ
た
わ
け
な
ん
で
す
が
、

き
っ
と
あ
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
て
い
る
住
居
跡

を
か
な
り
の
範
囲
で
今
調
べ
て
い
る
わ
け
で
す

が
、
現
在
ま
で
発
見
さ
れ
て
い
な
い
ん
で
す
ね
。

そ
れ
が
発
見
さ
れ
る
と
、
当
時
の
人
々
の
生
活

が
分
か
る
わ
け
で
す
。
子
ど
も
た
ち
は
自
分
た

ち
の
村
の
こ
と
を
、
今
ま
で
あ
ま
り
知
ら
な
か

っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
言
葉
や
知
瓢
だ
け

じ
ゃ
な
く
し
て
、
体
験
に
よ
っ
て
学
ん
だ
こ
と

で
自
分
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま

す
。
そ
の
こ
と
で
村
の
す
ば
ら
し
さ
が
分
か
っ

て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
ね
。

小
林
郷
土
の
歴
史
に
関
心
を
持
つ
、
そ
し
て
郷

土
愛
、
そ
う
い
う
心
を
育
て
る
意
味
で
は
非
常

に
役
立
つ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

秋
田
そ
う
で
す
ね
。
子
ど
も
た
ち
が
、
す
ば
ら

し
い
村
に
生
ま
れ
た
ん
た
と
い
う
こ
と
と
、
今

ま
で
あ
ま
り
学
ん
で
い
な
か
っ
た
大
自
然
の
す

ば
ら
し
さ
と
い
う
こ
と
を
、
大
き
く
体
験
学
習

と
し
て
学
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

小
林
町
並
み
の
場
合
は
一
口
で
い
う
と
地
域

お
こ
し
で
す
か
。
そ
う
い
う
も
の
に
文
化
財
が

非
常
に
役
に
立
っ
て
い
る
と
言
え
る
ん
で
す
か
。

都
築

私
ど
も
の
笠
島
の
町
並
み
が
国
選
定
に

い
る
と
こ
ろ
に
本
屋
さ
ん
が
あ
っ
た
り
、
お
そ

ば
屋
さ
ん
が
あ
っ
た
り
す
る
ん
で
す
ね
。
家
を

使
っ
て
い
る
人
々
が
使
い
づ
ら
さ
は
あ
る
の
か

も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
ご
主
人
が
葬
常
に
誇
り
に

思
っ
て
い
て
、
特
別
な
と
き
に
は
、
昔
の
作
り

方
で
お
そ
ば
を
作
っ
て
く
れ
る
ん
で
す
。
そ
れ

を
ご
ち
そ
う
に
な
っ
た
人
は
、
よ
く
記
憶
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
町
の
活
性
化
対
策
に
も
文

化
財
を
有
効
に
活
か
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

い
い
な
あ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

小
林
文
化
財
と
い
う
の
は
単
に
保
護
、
保
存
を

図
る
と
い
う
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
大
い
に
現
代

の
人
が
活
用
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
こ
れ
か
ら

は
積
極
的
に
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

そ
し
て
、
そ
の
活
用
の
仕
方
は
各
地
域
の
特
色

を
活
か
し
た
方
滋
で
考
え
て
い
く
と
い
う
の
が

r

今
後
の
課
題
で
あ
る
と
思
う
わ
け
で
す
。

本
日
は
、
そ
れ
ぞ
れ
学
校
で
f
あ
る
い
は
教

育
行
政
の
責
任
あ
る
立
場
で
、
，
文
化
財
の
保
護

に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
い
て
る
か
た
が
た
に
お

集
ま
り
い
た
だ
き
ま
し
て
、
貴
重
な
お
話
を
伺

う
こ
と
が
で
き
、
ま
た
行
政
を
進
め
て
い
く
上

で
参
考
に
な
る
ご
意
見
を
い
た
だ
い
き
ま
し
た

の
で
、
今
後
の
文
化
財
の
保
存
と
活
用
の
施
策

に
活
か
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

本
日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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•
こ
の
道

わ
が
ま
ち
の
教
育
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文
化

ッ
コ
ロ
シ
ア
タ
ー
（
尼
崎
市
）

＇
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|
福
島
県

•
1
1

上
習
治

ー・

⑫
巻
頭
言

日

本

と

ユ

ネ

ス

コ

梅

原

猛

魯
メ
ッ
セ
ー
ジ

日
本
の
ユ
ネ
ス
品
加
盟
四
0
周
年
を
祝
し
て

エ
テ
リ
コ
・
マ
ヨ
ー
ル

亨

い

談

三
罷
紀
へ
向
け
て
の
ユ
ネ
ス
コ
謡
賢
り
方

（
出
席
者
）
天
城
勲
／
石
井
米
雄
／
奈
瑣
紀
幸

癒
論
文

ユ
ネ
ス
コ
を
通
じ
た
国
際
科
学
協
力
岡
村
穂
吾

教

育

の

未

来

と

ユ

ネ

ス

コ

ー

，
1

，
中
島
章
夫

世
界
文
化
遺
産
保
護
と
ユ
ネ
ス
コ
ー
伊
藤
延
男

霧
エ
ッ
セ
イ

「
豊
か
き
を
支
え
る
モ
ノ
と
コ
コ
ロ
ー
1

i
'
藤
森
鐵
雄

▽
今
月
号
の
特
集
は
、
「
文
化
財
の
保
存

と
活
用
」
を
テ
ー
マ
に
取
り
上
げ
ま
し

た
。
文
化
財
の
保
顆
に
つ
い
て
は
、
戟

後
の
影
響
が
色
濃
く
残
っ
て
い
る
昭
和

二
五
年
に
、
文
化
財
保
護
法
が
制
定
・

施
行
さ
れ
て
か
ら
す
で
に
四

0
年
が
過

ぎ
ま
し
た
。
こ
の
法
律
は
、
日
本
の
文

化
財
を
保
存
し
て
活
用
す
る
こ
と
に
よ

り
、
国
民
の
文
化
的
向
上
に
資
す
る

と
と
も
に
、
世
界
の
文
化
の
進
歩
に
貢

献
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
今

日
ま
で
、
国
＇
地
方
公
共
団
体
、
地
域

社
会
を
は
じ
め
、
国
民
一
人
ひ
と
り
の

理
解
と
協
力
を
得
な
が
ら
r

そ
の
目
的

に
向
か
っ
て
地
道
に
努
力
を
菫
ね
て
き

た
と
こ
ろ
で
す
。

▽
そ
こ
で
今
月
号
の
特
集
は
r

文
化
財

を
国
民
生
活
や
地
域
社
会
に
生
か
す
整

備
・
活
用
の
推
進
、
文
化
財
保
存
の
た

『
読
者
か
ら
の
た
よ
り
』
欄
へ
の
投
稿
を
欧
迎
し
ま
す
。
本
誌
を
読
ん
て
の
こ

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

◎
投
稿
規
定

①
一
件
に
つ
き
四

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

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

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

鬱
送
り
先

〒
咽
東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
三
ー
ニ
ー
ニ

文
部
省
・
大
臣
官
房
政
策
課

躙

集
』

め
の
技
術
の
確
保
、
開
発
と
文
化
財
保

護
と
の
調
整
、

9

文
化
財
に
関
す
る
国
際

交
流
。
院
力
の
推
進
な
ど
、
こ
れ
か
ら

の
文
化
財
保
護
に
お
い
て
重
煮
を
置
く

へ
き
方
向
に
つ
い
て
、
各
分
野
に
お
け

る
具
体
的
な
取
組
み
な
と
を
概
観
し

て
、
そ
の
現
状
と
課
題
を
論
じ
て
い
た

だ
き
、
こ
れ
か
ら
の
文
化
財
保
護
の
在

り
方
を
展
望
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
特

集
が
文
化
財
を
愛
す
る
気
持
ち
の
醸
成

と
そ
の
保
箆
に
役
立
つ
こ
と
を
願
っ
て

お
り
ま
す
。

▽
鳳
煮
る
す
ぶ
す
が
し
い
季
節
に
な
り

ま
し
た
。
ハ
イ
キ
ン
グ
な
ど
で
一
度
身

近
な
文
化
財
を
ご
覧
い
た
だ
き
、
そ
の

時
代
の
生
活
や
文
化
を
追
っ
て
み
て
は

い
か
か
で
し
ょ
う
か
。

文
化
財
は
歴
史
そ
の
も
の
な
の
で
す
。
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