
雅楽だより 第 60 号 
 

 
 
V

b
b
 

ち 

                               

 

雅
楽
で
使
用
す
る
管
楽
器
の
一
つ
で
あ
る
篳
篥

の
蘆
舌
に
使
用
す
る
ヨ
シ
は
、
古
来
よ
り
上
牧
・
鵜

殿
ヨ
シ
原
の
ヨ
シ
を
使
用
し
て
き
ま
し
た
。
篳
篥
用

ヨ
シ
を
刈
取
ら
れ
て
い
る
地
元
の
方
々
に
は
、
古
来

よ
り
私
た
ち
は
大
変
お
世
話
に
な
っ
て
き
て
い
ま

す
。
ま
た
こ
こ
数
十
年
、
ヨ
シ
原
の
環
境
の
変
化
な

ど
に
よ
り
篳
篥
用
の
ヨ
シ
が
激
減
し
て
き
て
い
ま

す
。
こ
の
変
化
の
中
で
も
地
元
の
方
々
は
篳
篥
用
の

ヨ
シ
を
育
て
よ
う
と
苦
労
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。 

そ
こ
で
篳
篥
の
蘆
舌
の
材
料
の
ヨ
シ
を
守
り
続

け
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
地
元
の
方
々
に
、
ま
ず
お
礼

の
気
持
ち
を
伝
え
た
い
と
、
ヨ
シ
原
焼
き
予
定
日
の

２
月
１６
日
の
午
後
に
「
上
牧
・
鵜
殿
ヨ
シ
原 

感
謝

と
交
流
の
集
い
」
を
企
画
し
ま
し
た
。 

  

２
月
16
日
は
残
念
な
が
ら
雨
で
ヨ
シ
原
焼
き
は

延
期
と
な
り
ま
し
た
が
会
場
と
し
て
お
借
り
し
た

上
牧
の
本
澄
寺
に
は
、
雨
の
中
、
地
元
の
方
々
と
雅

楽
関
係
者
合
わ
せ
て
８０
名
余
の
多
く
の
方
々
に
お

集
ま
り
い
た
だ
き
開
催
し
ま
し
た
。 

  

ま
ず
本
澄
寺
の
副
住
職
よ
り
一
言
い
た
だ
き
ま

し
て
、
続
い
て
「
雅
楽
だ
よ
り
」
編
集
担
当
の
鈴
木

治
夫
よ
り
こ
の
「
感
謝
の
集
い
と
交
流
会
」
を
開
催

す
る
に
至
っ
た
経
過
や
趣
旨
に
つ
い
て
、
発
言
さ
せ

て
い
た
だ
き
、
そ
の
中
で
上
牧
実
行
組
合
の
木
村
和

男
さ
ん
か
ら
の
話
と
し
て
、「
雅
楽
の
関
係
者
が
地

元
の
方
々
に
感
謝
状
を
贈
る
こ
の
よ
う
な
集
い
は

千
年
以
上
の
歴
史
の
中
で
も
初
め
て
の
こ
と
」
と
紹

介
も
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

続
い
て
、
感
謝
の
気
持
ち
を
込
め
て
雅
楽
の
演
奏

を
天
理
大
学
雅
楽
部
の
方
々
に
よ
り
打
ち
物
（
鞨
皷
、

太
鼓
、
鉦
皷
）
絃
（
琵
琶
、
箏
）
管
（
笙
、
篳
篥
、

笛
各
３
名
）
で
「
雞
徳
」
と
朗
詠

「
嘉
辰
」
を
演
奏
し
ま

し
た
。
（
多
く
の
雅
楽

関
係
者
の
方
も
演
奏

の
準
備
を
し
て
く
だ

さ
っ
て
お
り
ま
し
た

が
、
学
生
さ
ん
の
み
の

演
奏
と
な
り
ま
し
た

こ
と
お
詫
び
い
た
し

ま
す
。
地
元
の
方
々
に

は
、
雅
楽
関
係
者
全
員

で
の
演
奏
と
し
て
お

聞
き
い
た
だ
け
れ
ば

と
思
い
ま
す
。） 

 

次
に
大
阪
楽
所
中

川
英
男
さ
ん
よ
り
、
篳

篥
用
の
ヨ
シ
の
保
存

と
継
承
が
雅
楽
に
と

っ
て
い
か
に
大
切
で

あ
る
か
と
い
う
こ
と

を
自
分
の
体
験
を
通
し
て
語
ら
れ
ま
し
た
。 

そ
し
て
地
元
の
方
々
へ
の
感
謝
状
の
贈
呈
へ
と 

移
り
、
感
謝
状
を
中
川
さ
ん
が
読
み
上
げ
て
、
メ
ッ

セ
ー
ジ
、
署
名
、
花
束
を
添
え
て
、
上
牧
実
行
組
合

へ
は
組
合
長 

伊
藤
昭
三
さ
ん
へ
、
鵜
殿
の
ヨ
シ
原

保
存
会
へ
は
会
長 

西
村
守
さ
ん
へ
そ
れ
ぞ
れ
贈
り
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『
上
牧
・
鵜
殿
ヨ
シ
原 

感
謝
の
集
い
と
交
流
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２
０
２
０
年
２
月
１６
日 

於 

本
澄
寺 

 

 

』 

上牧実行組合の 

木村和男さん 

花束の贈呈 

鵜殿のヨシ原保存会 

会長 西村守さん  

上牧実行組合 組合長 伊藤昭三さんに

感謝状を贈る大阪楽所の中川英男さん 

 

上牧実行組合に送った感謝状 鵜殿のヨシ原保存会に送った感謝状 
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ま
し
た
。 

 
感
謝
の
言
葉
は
、
天
王
寺
楽
所
雅
亮
会
の
前
川
隆

哲
参
事
よ
り
も
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。 

続
い
て
地
元
で
ヨ
シ
原
を
守
り
続
け
て
き
ま
し

た
上
牧
実
行
組
合
の
伊
藤
組
合
長
か
ら
は
「
感
謝
状

を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
お
礼
を
述
べ
ら
れ
、

鵜
殿
の
ヨ
シ
原
保
存
会
の
西
村
会
長
か
ら
は
「
ヨ
シ

原
を
守
っ
て
い
く
に
は
ヨ
シ
原
焼
き
は
重
要
で
す
。

そ
の
為
に
は
お
金
も
必
要
で
す
が
知
恵
も
必
要
で

す
。
私
は
今
日
の
事
を
重
く
嬉
し
く
思
っ
て
い
ま
す
」

と
ヨ
シ
原
を
維
持
し
て
い
く
事
の
ご
苦
労
や
、
現
状

の
問
題
点
等
も
含
め
、
い
ろ
い
ろ
と
お
話
し
い
た
だ

き
ま
し
た
。 

 

地
元
の
方
の
お
話
し
の
後
、
天
理
大
学
雅
楽
部
総

監
督 

佐
藤
浩
司
さ
ん
よ
り
ヨ
シ
原
と
の
か
か
わ
り

な
ど
の
話
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

次
に
筑
波
大
学
准
教
授
の
小
幡
谷
英
一
さ
ん
よ
り

は
、
篳
篥
用
ヨ
シ
の
研
究
も
含
め
、
ヨ
シ
の
植
生
な

ど
研
究
者

の
意
見
を

述
べ
ら
れ

ま
し
た
。

最
後
に
地

元
高
槻
市

に
お
住
ま

い
で
自
然

環
境
な
ど

に
も
関
わ

ら
れ
て
い

る
大
阪
大

学
教
授
の

深
尾
葉
子

さ
ん
か
ら
も
、
自
然
環
境
の
視
点
か
ら
見
た
ヨ
シ
原

に
関
し
て
の
お
話
し
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

そ
れ
ぞ
れ
の
方
の
お
話
の
内
容
は
、
と
て
も
大
切
な

内
容
で
ま
た
解
決
す
る
に
は
時
間
も
必
要
な
事
ば

か
り
、
す
べ
て
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
た
よ
う

に
思
い
ま
す
。 

10
分
ほ
ど
の
休
憩
の
後
、 

雅
楽
の
演
奏
を
も
う

少
し
と
地
元
の
方
々
の
希
望
も
あ
り
、
再
び
天
理
大

学
雅
楽
部
の
皆
さ
ん
に
篳
篥
を
メ
イ
ン
に
し
た
演

奏
を
し
て

い
た
だ
き

ま
し
た
。 

 
演

奏

の

後
は
、
演

奏
を
聞
い

て
の
質
問

タ
イ
ム
と

な
り
、
ま

た
ヨ
シ
笛

の
グ
ル
ー

プ
の
方
も

多
く
参
加

さ
れ
て
お

り
、
ヨ
シ

笛
を
吹
く

な
ど
楽
し

い
時
間
は

あ
っ
と
い

う
間
に
過

ぎ

ま

し

た
。
参
加

の
方
々
か

ら
い
ろ
い
ろ
な
ご
発
言
も
い
た
だ
き
ま
し
た
。
予
定

の
時
間
を
超
え
て
終
了
は
４
時
過
ぎ
と
な
り
ま
し

た
。
イ
ス
が
足
ら
な
く
な
る
ほ
ど
多
く
の
方
々
に
お

集
ま
り
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ほ
ん
と
う

に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

（
当
日
の
模
様
は
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
で
見
ら
れ
ま
す
。 

「
上
牧
・
鵜
殿
ヨ
シ
原 

感
謝
の
集
い
と
交
流
会
」
で

検
索
し
て
く
だ
さ
い
） 

上
牧
実
行
組
合
・
鵜
殿
の
ヨ
シ
原
保
存
会
へ 

贈
り
ま
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
掲
載
し
ま
す
。 

（
五
十
音
順
） 

〇
遠
藤
徹 

東
京
学
芸
大
学 

教
授 

 

雅
楽
の
伝
統
を
支
え
て
く
だ
さ

り
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。 

〇
大
阪
楽
所 

中
川
英
男 

雅
楽
は
日
本
に
伝
来
よ
り
千
数

百
年
の
歴
史
が
あ
り
、
中
で
も
篳
篥

は
御
神
楽
、
唐
楽
、
高
麗
楽
、
歌
物

な
ど
雅
楽
の
全
て
に
使
わ
れ
て
お

り
と
て
も
大
切
に
さ
れ
て
き
た
楽
器
で
す
。
こ
の
篳

篥
の
蘆
舌
は
古
来
よ
り
上
牧
・
鵜
殿
ヨ
シ
原
の
ヨ
シ

を
使
用
し
て
い
ま
す
。
こ
の
ヨ
シ
を
守
り
伝
え
て
き

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
皆
様
に
心

よ
り
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
今

後
と
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。 

〇
音
輪
会 

現
在
、
世
界
中
で
地
球
温
暖

化
を
は
じ
め
と
し
た
、
我
々
人

類
が
原
因
で
変
わ
り
つ
つ
あ
る

自
然
の
姿
。
鵜
殿
の
ヨ
シ
原
も

そ
の
一
つ
で
す
。
私
た
ち
雅
楽
を
演
奏
す
る
者

は
、
こ
の
よ
う
に
当
た
り
前
に
手
に
入
れ
ら
れ
て

い
る
盧
舌
が
ど
ん
な
に
か
地
元
の
方
々
の
努
力
で

保
全
さ
れ
て
い
る
の
か
を
知
り
、
そ
の
努
力
に
感

謝
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
そ
の
努

力
に
報
い
る
た
め
に
私
達
に
出
来
る
こ
と
は
、
自

身
の
研
鑽
を
怠
り
な
く
、
聞
く
人
の
心
に
響
く
雅

楽
の
演
奏
を
す
る
事
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら

も
先
人
か
ら
受
け
継
い
だ
こ
の
伝
統
文
化
を
継
承

す
る
良
き
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
保
全
活
動
に
携
わ

っ
て
下
さ
る
方
々
に
対
し
尊
敬
と
感
謝
の
念
を
持

っ
て
演
奏
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

〇
小
幡
谷
英
一
筑
波
大
学 

生
命
環
境
系 

准
教
授 

生
物
学
的
、
材
料
学
的
に
見

れ
ば
、
鵜
殿
の
葦
は
決
し
て
特

別
な
葦
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
地
域
の
方
々
が
大
切
に

守
り
、
育
て
、
活
用
し
て
き
た
鵜

殿
の
葦
の
「
歴
史
」
は
何
物
に
も
代
え
が
た
い
も
の

で
す
。
そ
の
意
味
で
、
守
る
べ
き
は
葦
そ
の
も
の
で

は
な
く
、
葦
に
ま
つ
わ
る
地
域
の
文
化
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
い
ま
す
。 

皆
様
の
ご
尽
力
に
深
く
敬
意
を
表
す
る
と
共
に
、

こ
れ
か
ら
も
葦
を
含
め
た
鵜
殿
の
歴
史
や
文
化
を

守
り
続
け
て
頂
き
た
く
思
い
ま
す
。
楽
器
用
の
葦
を

研
究
す
る
者
の
一
人
と
し
て
、
何
か
し
ら
お
手
伝
い

が
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

〇
雅
楽
道
友
会 

福
岡
三
朗 

雅
楽
が
伝
え
ら
れ
て
千
年
以
上
に
な
り
ま
す
が
、

篳
篥
の
蘆
舌
の
ヨ
シ
は
、
こ
の
ヨ
シ
原
で
採
取
さ
れ

雨の中会場に入り切らないほどお越しいただきました。  

打物、絃も含めての天理大学雅楽部の演奏。 

2月 16日 雨の上牧・鵜殿ヨシ原 
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て
来
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
昔
か
ら
ヨ
シ

原
を
守
ら
れ
て
来
た
地
元
の
皆
様
に
は
心
よ
り
感

謝
い
た
し
ま
す
。
最
近
は
篳
篥
用
ヨ
シ
が
減
っ
て
き

て
い
る
と
聞
い
て
い
ま
す
。
私
た
ち
も
お
手
伝
い
で

き
る
こ
と
は
さ
せ
て
頂
き
ま
す
が
、
今
後
と
も
ど
う

か
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

〇
柏
木
岳
史 

宮
城
野
雅
楽
会 

葦
舌
は
篳
篥
の
命
。
篳
篥
は
吹
き
物
の
要
。
鵜
殿

の
保
全
に
尽
力
さ
れ
た
活
動
に
敬
意
を
表
し
ま
す 

〇
神
奈
川
雅
楽
部
部
長 

北
田
智
昭 

部
員
一
同 

今
ま
で
千
年
以
上
伝
え
ら
れ
て
き
た
雅
楽
が
、
こ

れ
か
ら
も
千
年
以
上
続
き
ま
す
よ
う
に
。
上
牧
実
行

組
合
様
、
鵜
殿
の
ヨ
シ
原
保
存
会
様
の
御
尽
力
に
心

か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

〇
加
納 

マ
リ 

こ
れ
ま
で
地
元
の
方
が
な
さ
っ
た
こ
と
に
、
私
も

感
謝
の
気
持
ち
を
表
し
た
く
存
じ
ま
す
。
私
も
長
い

間
、
音
楽
大
学
で
雅
楽
の
授
業
を
通
し
て
多
く
の
学

生
さ
ん
た
ち
に
篳
篥
の
こ
と
を
伝
え
て
き
た
つ
も

り
で
す
。
篳
篥
を
演
奏
す
る
ま
で
に
は
、
多
く
の
人

の
手
を
経
て
い
る
こ
と
、
特
に
舌
（
リ
ー
ド
）
は
、

ヨ
シ
を
刈
り
入
れ
て
か
ら
も
音
が
出
る
よ
う
に
な

る
ま
で
に
は
長
い
工
程
と
時
間
が
か
か
っ
て
い
る

こ
と
な
ど
。
そ
し
て
近
年
は
そ
の
ヨ
シ
が
減
っ
て
い

る
こ
と
も
。
地
元
の
多
く
の
方
の
お
か
げ
で
、
鵜
殿

の
野
焼
き
が
続
け
ら
れ
、
ま
た
、
近
隣
に
建
設
予
定

だ
っ
た
ご
み
焼
却
場
も
建
設
中
止
に
な
る
な
ど
、
ヨ

シ
に
と
っ
て
喜
ば
し
い
報
告
を
う
れ
し
く
思
っ
て

い
ま
す
。 

今
後
も
、
雅
楽
の
存
続
の
た
め
、
篳
篥
の
良
い
演

奏
の
た
め
、
ヨ
シ
再
生
の
た
め
の
地
元
の
皆
さ
ま
の

お
力
を
応
援
い
た
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。 

〇
花
舞
鳥
歌
風
遊
月
響
雅
楽
団 

千
年
の
ち
の
日
本
人
に
も
今
と
か
わ
ら
な
い
雅

楽
の
音
色
を
届
け
ら
れ
る
よ
う
祈
り
ま
す
。
皆
様
の

御
助
力
の
お
か
げ
で
す
。 

こ
こ
ろ
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

〇
上
川
雅
楽
会 

鎌
田
友
樹 

北
海
道
で
雅
楽
の
演
奏
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。
篳
篥
の
リ
ー
ド
の
ヨ
シ
は
減
っ
て
き
て
い

る
と
聞
い
て
い
ま
す
の
で
、
い
つ
も
心
配
は
し
て
お

り
ま
し
た
。
２
月
16
日
ヨ
シ
原
に
お
伺
い
し
な
け
れ

ば
と
思
う
の
で
す
が
、
な
か
な
か
か
な
い
ま
せ
ん
。

し
か
し
ヨ
シ
を
刈
り
取
っ
て
い
た
だ
い
て
い
る
皆

様
に
は
、
心
か
ら
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
遠
い
と
こ

ろ
で
す
の
で
、
直
接
の
お
手
伝
い
は
難
し
い
の
で
す

が
、
感
謝
の
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。
篳
篥
の
ヨ

シ
を
次
の
世
代
に
も
つ
な
げ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と

思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
今
後
は
出
来
る
限
り
の
事

は
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

〇
ケ
ル
ン
大
学
音
楽
学
部
講
師 

ケ
ル
ン
雅
楽
ア
ン

サ
ン
ブ
ル
代
表 

志
水
芳
郎 

他
国
が
最
も
興
味
を
も
つ

世
界
へ
発
信
で
き
る
日
本
文

化
は
、
そ
の
サ
ス
テ
ィ
ナ
ビ

リ
テ
ィ(

継
続
可
能
性)

に
あ
り
ま
す
。
継
続
可
能

な
文
化
の
基
盤
と
な
る
環
境
維
持
が
強
く
求
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
同
ヨ
シ
原
保
全
は
文
化
と
環
境
に

と
っ
て
世
界
的
な
資
源
で
す
。
上
牧
・
鵜
殿
ヨ
シ

原
の
保
存
維
持
に
賛
同
い
た
し
ま
す
。 

〇
佼
成
雅
楽
会 

会
長 

菅
野
泰
正 

佼
成
雅
楽
会
は
お
陰
さ
ま
で
本
年
創
立
70
周
年

を
迎
え
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
昭
和
25
年
、
弊
会
の

母
体
で
あ
る
立
正
佼
成
会
の
庭
野
日
敬
開
祖
が
当

時
宮
内
庁
楽
部
楽
長
で
あ
っ
た
多
忠
朝
先
生
と
の

ご
縁
を
頂
戴
し
、
忠
朝
先
生
よ
り
「
伝
統
あ
る
雅
楽

を
後
世
に
残
し
て
い
き
た
い
。
自
分
が
指
導
す
る
の

で
是
非
」
と
雅
楽
に
対
す
る
情
熱
に
感
化
さ
れ
創
立

さ
れ
た
と
伺
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

爾
来
、
宮
内
庁
楽
部
の
先
生
方
よ
り
ご
指
導
を
頂
戴

し
今
日
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
日
本
に
雅
楽
が
伝
え
ら

れ
一
千
年
以
上
の
歴
史
が
あ
る
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の

情
熱
が
連
綿
と
受
け
継
が
れ
な
け
れ
ば
、
そ
の
伝
統

の
灯
が
消
え
て
し
ま
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
鵜
殿

の
篳
篥
用
の
ヨ
シ
原
も
上
牧
実
行
組
合
様
、
鵜
殿
の

ヨ
シ
原
保
存
会
の
皆
様
の
ご
苦
労
と
情
熱
が
あ
っ

て
こ
そ
と
心
よ
り
思
わ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。
そ

の
ご
苦
労
に
深
く
感
謝
し
、
心
か
ら
の
敬
意
を
表
し

ま
す
。 

弊
会
と
致
し
ま
し
て
も
、
鵜
殿
ヨ
シ
原
の
保
存
に

対
し
ま
し
て
は
大
き
く
心
を
寄
せ
て
ま
い
る
所
存

で
す
の
で
、
今
後
と
も
ど
う
ぞ
宜
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。 

〇
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
雅
楽
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
学
生 

 

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
雅
楽
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
講
師 

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
中
世
日
本
研
究
所
・
日
本
文
化
戦

略
研
究
所 

バ
ー
バ
ラ
・
ル
ー
シ
ュ 

青
木
健 

米

山
朱
実 

日
本
国
外
で
も
感
謝
し
て
い
る
人
が
多
々
お
り

ま
す
こ
と
も
、
現
地
で
ご
尽
力
の
方
々
の
励
み
に

な
れ
ば
幸
い
で
す
。 

〇
境
川
楽
所 

鵜
殿
の
蘆
舌
を
守
っ
て
頂
き
、
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。 

〇
社
本
正
登
司 

ハ
ワ
イ
大
学
音
楽
学
部
雅
楽
コ
ー

ス
講
師 

 

ハ
ワ
イ
大
学
で
私
が
雅
楽
を
教
え
る
よ
う
に
な

っ
た
の
が
１
９
６
２
年
で
す
か
ら
、
今
年
で
58
年
目

と
な
り
ま
し
た
。
私
を
ハ
ワ
イ
大
学
に
と
声
を
か
け

て
下
さ
っ
た
バ
ー
バ
ー
ラ
・
ス
ミ
ス
氏
は
１
０
０
歳

に
な
り
現
在
も
活
躍
し
て
い
ま
す
。
縁
の
下
で
私
を

支
え
て
く
れ
て
い
た
私
の
ワ
イ
フ
は
亡
く
な
り
ま

し
た
が
、
現
在
も
私
は
ハ
ワ
イ
大
学
の
雅
楽
の
授
業

を
続
け
て
い
ま
す
。
た
だ
し
現
在
、
主
に
雅
楽
の
指

導
を
し
て
い
る
の
は
、
私
の
娘
と
な
り
ま
し
た
。 

篳
篥
の
蘆
舌
の
ヨ
シ
は
、
ハ
ワ
イ
で
も
ず
っ
と
お

世
話
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
ハ
ワ
イ
の
雅

楽
も
続
け
て
い
き
ま
す
の
で
、
ど
う
か
今
後
と
も
篳

篥
用
ヨ
シ
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

〇
鈴
木
治
夫 

「
雅
楽
だ
よ
り
」
編
集
担
当 

篳
篥
の
蘆
舌
に
上
牧
・
鵜
殿
の
ヨ
シ
が
い
つ
の

時
代
か
ら
使
わ
れ
始
め
た
か
の
資
料
は
無
い
よ
う

で
す
が
、
平
安
時
代
の
中
頃
か
ら
と
推
測
し
て
も

間
違
い
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
長
く
伝
え
続

け
ら
れ
雅
楽
を
支
え
続
け
て
い
る
こ
の
ヨ
シ
原

は
、
雅
楽
に
と
っ
て
「
聖
地
」
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。
そ
の
篳
篥
用
の
ヨ
シ
を
守
り
伝
え
続
け
て
い

た
だ
い
て
い
る
地
元
の
方
々
に
は
感
謝
の
言
葉
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。
伝
え
続
け
ら
れ
て
来
た
雅
楽

を
、
こ
れ
か
ら
も
伝
え
続
け
て
い
け
ま
す
よ
う
願

っ
て
お
り
ま
す
。 

〇
副
島
昌
俊 

元
明
治
神
宮
神
職 

鵜
殿
の
ヨ
シ
と
共
に
歩
ん
だ
私
の
篳
篥
人
生
五

十
年
は
、
ヨ
シ
を
大
切
に
育
て
て
下
さ
る
方
々
の
存

在
な
し
で
は
語
れ
ま
せ
ん
。
神

様
仏
様
に
通
じ
人
の
心
に
感
動

を
与
え
る
あ
の
不
思
議
な
音
色

は
、
真
心
の
栽
培
が
あ
っ
て
こ
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そ
表
現
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

こ
れ
か
ら
も
篳
篥
の
音
が
人
々
の
心
を
和
ら
げ
、

絶
え
る
こ
と
な
く
響
き
わ
た
る
こ
と
を
願
っ
て
や

み
ま
せ
ん
。 

〇
多
度
雅
楽
会 

田
中
松
緑 

豊
葦
原
の
瑞
穂
国
の
音
を
、
守
り
育
て
て
い
た
だ

き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
毎
年
、
新
し
い
子

供
達
に
伝
え
る
音
が
、
永
遠
に
同
じ
響
き
で
あ
り
ま

す
よ
う
に
。 

〇
田
中
直
子 

 

 

た
く
さ
ん
の
人
々
の
感
謝
の
想
い
が
、
ヨ
シ
を
守 

り
育
て
て
下
さ
っ
て
い
る
地
元
の
方
々
や
ヨ
シ
に 

届
き
ま
す
よ
う
に
。 

〇
中
部
日
本
雅
楽
連
盟 

羽
塚
尚
明 

ヨ
シ
刈
り 

本
当
に
ご
苦
労
様
で
す
。
会
員
一
同

あ
り
が
た
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

〇
筑
紫
楽
所
楽
長 

大
賀
信
一
郎 

ヨ
シ
を
刈
り
取
っ
て
い
た
だ
い

て
い
る
方
々
に
は
、
本
当
に
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
後
も
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

〇
寺
内
直
子 

神
戸
大
学 

教
授 

鵜
殿
ヨ
シ
原
の
保
持
の
た
め
の

ご
尽
力
、
深
く
感
謝
す
る
と
と
も

に
、
心
よ
り
の
敬
意
を
表
し
ま
す
。

音
楽
文
化
の
維
持
に
は
楽
器
あ
る
い
は
そ
の
部
品

の
安
定
し
た
生
産
や
供
給
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
私
は

海
外
の
音
楽
関
係
の
学
会
に
も
所
属
し
て
い
ま
す

が
、
折
し
も
、2021

年
に
行
わ
れ
る
あ
る
大
会
の
テ

ー

マ

の

一

つ

は

「Ecomusicologies 
and 

Ecochoreologies

（
エ
コ
音
楽
学
、
エ
コ
舞
踊
学
）」

で
す
。
鵜
殿
の
事
例
を
き
っ
か
け
に
、
日
本
で
も
音

楽
文
化
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
人
的
環
境
、
物
質
的
環

境
の
議
論
が
盛
ん
に
な
る
こ
と
を
切
に
希
望
し
て

い
ま
す
。 

〇
天
王
寺
楽
所
雅
亮
会 

理
事
長 

藤
原
憲 

 

副
理
事
長 

小
野
真
龍
、
蓮
沼
善
行 

こ
の
た
び
の
、
上
牧
実
行
組
合
様
、
鵜
殿
の
ヨ
シ

原
保
存
会
の
皆
様
を
お
招
き
し
て
の
「
感
謝
の
集
い

と
交
流
会
」
の
開
催
を
お
喜
び
申
し
上
げ
ま
す
。
貴

重
な
日
本
の
文
化
財
で
あ
る
「
雅
楽
」
の
伝
承
に
平

素
よ
り
ご
貢
献
い
た
だ
い
て
い
る
両
団
体
の
皆
様

に
心
よ
り
感
謝
の
念
を
表
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
機

会
を
ご
準
備
い
た
だ
い
た
関
係
者
の
皆
様
に
御
礼

申
し
上
げ
ま
す
。
大
阪
に
歴
史
的
基
盤
を
も
つ
当
会

と
し
て
も
、
鵜
殿
ヨ
シ
原
の
保
存
に
つ
い
て

大
き
な
関
心
を
寄
せ
続
け
て

い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま

す
。
今
後
も
雅
楽
界
全
体
に

お
け
る
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

が
広
が
る
こ
と
を
念
じ
て
お

り
ま
す
。 

〇
天
理
大
学
雅
楽
部 

総
監
督 

佐
藤
浩
司 

学
生
時
代
、
蘆
舌
は
、
神
具
店

で
購
入
し
て
い
た
。
一
本
百
円
で

あ
っ
た
。
大
学
食
堂
の
ラ
ー
メ
ン

が
15
円
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
う
簡

単
に
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
一
本
を

大
切
に
使
っ
た
。
あ
る
先
生
か
ら
、
「
君
の
は
ブ
リ

キ
の
舌
だ
ね
」
と
い
わ
れ
て
シ
ョ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。

大
枚
を
は
た
い
て
数
本
購
入
し
た
が
、
思
う
よ
う
に

鳴
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
う
ち
本
部
で
蘆
舌
講
習
の
お

誘
い
を
受
け
、
習
っ
た
。
東
京
か
ら
来
ら
れ
た
シ
ノ

先
生
で
あ
っ
た
。
当
初
５
人
は
受
講
し
て
い
た
が
、

そ
の
う
ち
最
後
に
残
っ
た
の
は
西
尾
さ
ん
と
私
で

あ
っ
た
。
西
尾
さ
ん
は
、
メ
キ
メ
キ
と
上
達
し
た
が
、

私
は
さ
っ
ぱ
り
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
刃
物
（
中

グ
リ
）
と
鏝
を
購
入
、
挑
戦
を
始
め
た
。
こ
の
時
、

初
め
て
蘆
舌
の
大
切
さ
と
難
し
さ
、
そ
れ
以
上
に
、

手
に
入
れ
る
こ
と
の
困
難
さ
を
知
っ
た
。
蘆
な
ら
ば

何
処
で
も
良
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
琵
琶
湖
の
周

辺
、
木
津
川
や
大
和
川
と
当
た
っ
て
も
、
良
い
蘆
が

手
に
は
入
ら
な
い
。
や
は
り
鵜
殿
が
一
番
だ
と
分
か

っ
た
。 

そ
れ
に
し
て
も
、
蘆
刈
り
、
蘆
焼
き
と
、
お
世
話

取
り
お
見
守
り
頂
く
地
元
の
皆
様
に
は
、
本
当
に
感

謝
し
か
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
誠
に
有
難
う
御
座
い
ま
す
。

今
後
と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。 

〇
東
儀
秀
樹 

雅
楽
師 

雅
楽
は
日
本
の
文
化
の
根
本

的
存
在
の
一
つ
で
あ
る
ば
か
り

で
な
く
、
世
界
の
音
楽
文
化
の
ル
ー
ツ
を
示
す
と
て

も
重
要
な
文
化
で
す
。
そ
れ
を
継
承
し
伝
え
る
役
目

を
持
つ
日
本
は
世
界
的
に
大
き
な
誇
り
と
責
任
を

持
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
基
盤
が
し
っ
か
り

し
て
い
る
上
で
胸
を
張
れ
る
こ
と
で
す
。
そ
の
基
盤

の
ひ
と
つ
に
楽
器
の
普
遍
性
は
と
て
も
重
要
な
要

素
に
な
り
ま
す
。
先
人
た
ち
が
吟
味
を
重
ね
て
選
び
、

構
築
し
た
価
値
観
も
同
時
に
守
り
抜
い
て
こ
そ
の

誇
り
と
責
任
と
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
篳

篥
の
蘆
舌
の
ヨ
シ
は
と
て
も
大
き
な
要
を
担
っ
て

い
ま
す
。 

雅
楽
の
ル
ー
ツ
が
世
界
の
楽
器
の
道
に
関
わ
っ

た
経
緯
を
紐
解
け
ば
わ
か
る
こ
と
で
す
が
、
こ
の
鵜

殿
の
ヨ
シ
原
は
日
本
の
文
化
の
要
に
留
ま
ら
ず
、
世

界
の
音
楽
文
化
の
要
な
の
で
す
。
時
代
と
と
も
に
変

化
す
る
環
境
の
中
で
な
ん
と
か
こ
の
文
化
と
歴
史

を
守
ろ
う
と
す
る
方
々
の
気
持
ち
に
は
感
謝
の
念

に
堪
え
ま
せ
ん
。
私
の
よ
う
な
演
奏
家
を
始
め
、
文

化
や
歴
史
の
研
究
者
な
ど
全
国
の
関
心
を
持
つ
人

の
想
い
を
背
負
い
、
理
解
し
て
い
た
だ
き
、
こ
だ
わ

り
、
責
任
感
を
投
じ
て
下
さ
る
方
々
が
い
て
こ
そ
こ

の
よ
う
な
文
化
が
継
続
で
き
る
の
だ
と
つ
く
づ
く

感
じ
ま
す
。 

こ
れ
か
ら
も
私
は
こ
の
こ
と
を
吹
聴
し
、
よ
り
多

く
の
方
々
に
理
解
を
し
て
も
ら
い
、
協
力
し
て
も
ら

え
る
よ
う
努
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
鵜
殿
の

ヨ
シ
原
に
関
わ
る
方
々
の
想
い
も
織
り
込
め
な
が

ら
篳
篥
の
音
を
響
か
せ
、
感
謝
の
気
持
ち
と
さ
せ
て

い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。 

〇
徳
野
良
裕 

篳
篥
の
蘆
舌
の
ヨ
シ
が
生
育
す
る
ヨ
シ
原
は
守 

ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
私
は
今
は
何
も
出
来 

な
い
で
す
が
、
気
持
ち
は
皆
さ
ん
と
同
じ
で
す
。 

ヨ
シ
を
管
理
さ
れ
て
い
る
地
元
の
皆
様 

本
当
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

〇
中
村
香
奈
子 

雅
楽
演
奏
家 

 

千
年
の
ち
も
、
草
の
声
を
き
け
る
豊
か
な
民
族
性

が
受
け
継
が
れ
ま
す
よ
う
に
。
環
境
を
守
っ
て
下
さ

る
ご
関
係
の
皆
様
に
こ
こ
ろ
か
ら
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。 

〇
南
都
楽
所 

今
ま
で
も
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ

れ
か
ら
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

〇
女
人
舞
楽
原
笙
会 

 

皆
様
の
ご
尽
力
の
お
か
げ
で 

私
共
も
雅
楽
活

動
が
で
き
て
お
り
ま
す
。 

前川隆哲 天王寺楽所 

雅亮会参事  
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心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

〇
響
雅
楽
会 

本
庄
雅
美 

篳
篥
は
雅
楽
に
無
く
て
は
な
ら
な
い
楽
器
で

す
。
篳
篥
に
は
ヨ
シ
が
無
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

ヨ
シ
が
あ
る
か
ら
こ
そ
雅
楽
が
伝
え
ら
れ
て
き
て

い
ま
す
。
そ
の
ヨ
シ
を
守
り
育
て
て
い
た
だ
い
て

い
る
地
元
の
皆
様
に
は
、
大
変
な
ご
苦
労
を
お
願

い
し
て
い
ま
す
。
本
当
に
感
謝
の
念
に
堪
え
ま
せ

ん
。
敬
意
を
表
し
ま
す
。
響
雅
楽
会
は
北
海
道
で

活
動
し
て
い
ま
す
。
ヨ
シ
原
か
ら
は
遠
い
の
で
出

来
る
こ
と
は
少
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
出
来

る
こ
と
な
ら
力
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

〇
深
尾
葉
子 

大
阪
大
学
大
学
院 

教
授 

悠
久
の
歴
史
を
受
け
継
ぎ
、

伝
え
る
人
々
。
そ
の
連
綿
と
し

た
生
活
と
文
化
が
、
こ
の
国
の

自
然
や
生
き
物
を
守
り
育
て

る
。
人
々
の
魂
に
連
な
る
音
の
源
を
今
日
ま
で
伝

え
て
こ
ら
れ
た
こ
と
に
心
か
ら
の
感
謝
の
気
持
ち

と
祈
り
を
込
め
て
。 

〇
豊
英
秋 

元
宮
内
庁
式
部
職
楽
部
首
席
楽
長 

ヨ
シ
原
を
守
り
、
篳
篥
の
葦
を

刈
り
取
っ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す

こ
と
、
大
変
な
ご
苦
労
が
お
あ
り

と
思
い
ま
す
。
本
当
に
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。
雅
楽
に
と
っ
て
大
切
な
篳
篥
の
蘆

舌
の
葦
は
、
昔
か
ら
こ
の
上
牧
・
鵜
殿
の
地
元
の

方
々
に
よ
り
管
理
さ
れ
採
取
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
地

元
の
方
々
が
お
ら
れ
な
け
れ
ば
篳
篥
の
葦
は
ど
の

よ
う
に
な
っ
て
い
た
か
想
像
で
き
ま
せ
ん
。 

本
当
に
ヨ
シ
原
を
守
っ
て
い
た
だ
い
て
い
た
こ

と
に
心
か
ら
の
感
謝
の
気
持
ち
を
表
し
ま
す
。
そ
し

て
こ
れ
か
ら
も
百
年
、
千
年
と
雅
楽
を
末
永
く
つ
づ

け
て
い
け
ま
す
よ
う
、
私
た
ち
に
出
来
ま
す
事
は
お

手
伝
い
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
今
後
と

も
ど
う
か
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

〇
平
安
雅
楽
会 

理
事
長 

中
川 

平 

会
員
一
同 

雅
楽
の
音
色
を
長
年
に
わ
た
り
支
え
て
く
だ
さ

っ
て
い
た
上
牧
実
行
組
合
、
及
び
鵜
殿
ヨ
シ
原
保
存

会
の
皆
様
の
ご
尽
力
に
対
し
感
謝
を
捧
げ
ま
す
と

同
時
に
敬
意
を
表
し
ま
す
。 

こ
れ
か
ら
も
未
来
に
向
け
篳
篥
用
の
ヨ
シ
の
保

存
と
再
生
が
で
き
ま
す
事
ご
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。 

〇
宮
田
雅
楽
五
音
社 

 
 

 
 

私
た
ち
宮
田
雅
楽
五
音
社(

み
や
で
ん
が
が
く
ご 

お
ん
し
ゃ)

は
、
明
治
６
年
結
成
の
雅
楽
団
体
で
す
。 

篳
篥
の
舌
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で 

鵜
殿
の
ヨ
シ
で 

つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。
私
は
３
２
年
間
お
世
話
に
な
っ 

て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
ヨ
シ
を
守
っ
て
い
っ 

て
下
さ
る
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

〇
武
蔵
御
嶽
神
社 

伶
人 
秋
山
佳
久 

篳
篥
の
蘆
舌
の
ヨ
シ
は
、
宮
内
庁
楽
部
の
先
生

か
ら
も
上
牧
・
鵜
殿
の
ヨ
シ
が
最
高
で
あ
る
と
聞

き
及
ん
で
い
ま
す
。
昔
か
ら
武
蔵
御
嶽
神
社
の
祭

典
の
時
に
は
そ
の
ヨ
シ
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。
今
後
も
神
社
の
祭
典
に
は
良
い
音
色
で

奏
楽
を
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
今
後
と
も
ど
う
か

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

〇
明
治
神
宮
代
々
木
雅
楽
会 

柴
田
直
宏 

 

篳
篥
の
蘆
舌
は
、
蘆
舌
の
製
作
者
か
ら
上
牧
・ 

鵜
殿
の
ヨ
シ
原
の
ヨ
シ
を
使
用
し
て
い
る
と
聞
い 

て
い
ま
す
。
近
年
は
製
作
者
の
方
も
ヨ
シ
の
質
が 

落
ち
て
き
て
い
る
と
話
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
は
い 

え
ヨ
シ
を
刈
り
取
る
地
元
の
方
々
の
ご
足
労
は
大 

変
な
こ
と
と
推
察
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
最
近
は 

採
れ
る
本
数
も
減
っ
て
き
て
い
る
と
聞
き
及
ん
で 

い
ま
す
。
採
れ
る
本
数
が
減
る
と
い
う
事
は
、
刈 

り
取
る
方
は
以
前
に
増
し
て
刈
り
取
る
た
め
の
時 

間
も
増
え
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ 

ま
す
。
出
来
上
が
っ
た
蘆
舌
を
手
に
し
な
が
ら
、 

本
当
に
地
元
の
方
々
に
は
頭
が
下
が
り
ま
す
。
あ 

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

〇
安
冨
歩 

東
京
大
学 

教
授 

雅
楽
は
、
人
類
が
次
世
代
の
音
楽
を
切
り
拓
く

上
で
不
可
欠
の
、
世
界
に
他
の

例
の
な
い
貴
重
な
音
楽
文
化
で

す
。
高
槻
の
蘆
原
は
、
こ
の
雅

楽
の
命
綱
で
す
。
こ
こ
を
守
っ

て
下
さ
る
皆
様
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。 

〇
山
下
洋
一
郎 

 
  

い
つ
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら

も
頑
張
っ
て
く
だ
さ
い
。 

〇
洋
遊
会
会
長 

上
野
慶
夫 

文
化
を
支
え
る
ス
ト
ラ
デ
ィ
バ
リ
ウ
ス
と
鵜
殿

の
ヨ
シ
。
世
界
文
化
遺
産
、
雅
楽
は
世
界
最
古
の

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
で
す
。
西
洋
の

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
主
旋
律
を
奏

で
る
の
は
バ
イ
オ
リ
ン
、
雅
楽

の
主
旋
律
は
篳
篥

ひ
ち
り
き

で
す
。
バ
イ

オ
リ
ン
に
は
有
名
な
「
ス
ト
ラ

デ
ィ
バ
リ
ウ
ス
」
と
い
う
名
器
が
あ
り
ま
す
。
同

名
の
巨
匠
が
製
作
し
た
バ
イ
オ
リ
ン
で
す
。
篳
篥

で
重
要
な
の
は
楽
器
以
上
に
蘆
舌
、
蘆
舌
自
体
が

名
器
で
す
。 

古
来
、
篳
篥
奏
者
は
蘆
舌
を
削
っ
て
自
分
の
ス

ト
ラ
デ
ィ
バ
リ
ウ
ス
を
作
っ
て
き
た
の
で
す
。
た

だ
し
、
鵜
殿
の
ヨ
シ
で
な
い

と
求
め
る
音
は
出
せ
ま
せ
ん

で
し
た
。
昔
も
今
も
、
鵜
殿

の
ヨ
シ
は
世
界
最
古
の
オ
ー

ケ
ス
ト
ラ
を
支
え
る
名
器
で

す
。
存
続
と
繁
栄
を
切
望
し

ま
す
、
日
本
文
化
の
た
め

に
！ 

〇
横
浜
雅
楽
会 

会
員
一
同 

代
表 

会
⻑ 

鈴
木
豪 

貴
組
合
・
保
存
会
の
⻑
年
に
わ
た
る
活
動
に
敬
意

を
表
す
る
と
と
も
に
、
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。 

今
年
も
鵜
殿
に
素
晴
ら
し
い
葦
が
美
し
く
靡
き
、

令
和
の
代
に
張
り
の
あ
る
篳
篥
の
音
が
響
き
渡
り

ま
す
よ
う
に
。 

〇
伶
楽
舎 

中
村
仁
美 

ヨ
シ
原
焼
き
、
ヨ
シ
の
刈
り
取
り

な
ど
の
ご
苦
労
だ
け
で
な
く
、
近
頃

で
は
つ
る
草
対
策
な
ど
気
候
や
環

境
の
変
化
へ
の
対
応
の
仕
方
な
ど

も
考
え
な
が
ら
ヨ
シ
原
の
保
全
に

努
め
て
い
た
だ
き
、
大
変
感
謝
し
て

お
り
ま
す
。
昔
か
ら
続
く
音
を
次
の
世
代
に
伝
え
ら

れ
る
よ
う
、
何
か
ご
協
力
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が

で
き
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

（
メ
ッ
セ
ー
ジ
以
外
の
署
名
団
体 

生
駒
雅
楽
会  

大
阪
府
神
道
青
年
会
雅
楽
同
好
会 

関
西
雅
楽
松
風

会 

百
済
王
神
社 

国
立
音
楽
大
学 

真
宗
大
谷
派
大

阪
楽
僧
温
雅
会 

想
像
す
る
伝
統
実
行
委
員
会 

高

宮
松
風
会 

中
日
文
化
セ
ン
タ
ー 

天
理
教
葛
上
分

教
会
雅
楽
部 

天
理
教
田
無
分
教
会
雅
楽
会 

成
海

神
社 

名
古
屋
雅
楽
会 

融
通
念
佛
宗 

楽
融
会 

ほ

か  

署
名
総
数 

約 

１
０
０
０
名
） 

２月 16日の会場 本澄寺 
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《《《《《《《《《《 
こ
の
15
年
間
の
篳
篥
用
ヨ
シ
を
め
ぐ
っ
て 

「
雅
楽
だ
よ
り
」
編
集
担
当 

鈴
木
治
夫 

今
か
ら
15
年
前
の
２
０
０
５
年
、
大
阪
楽
所
の
中

川
英
男
さ
ん
か
ら
「
篳
篥
の
蘆
舌
の
ヨ
シ
が
危
な
い

か
ら
記
事
に
し
て
多
く
の
人
に
知
ら
せ
て
く
だ
さ

い
」
と
い
う
連
絡
が
あ
り
現
地
を
取
材
し
「
雅
楽
だ

よ
り
」
第
２
号
で
、「
篳
篥
の
リ
ー
ド
の
ヨ
シ
の
質
が

落
ち
、
本
数
も
少
な
く
な
っ
た
」
と
上
牧
・
鵜
殿
ヨ

シ
原
の
報
告
記
事
を
書
き
ま
し
た
。 

そ
れ
か
ら
15

年
余
り
た
ち
ま
し
た
が
、
現
在
は
当
時
よ
り
さ
ら
に

篳
篥
用
ヨ
シ
の
質
も
落
ち
、
本
数
も
極
端
に
少
な
く

な
り
、
今
も
な
お
絶
滅
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

私
は
植
物
に
つ
い
て
は
全
く
の
素
人
で
詳
し
い

こ
と
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
15
年
余
り
篳
篥
用

ヨ
シ
に
つ
い
て
現
地
を
取
材
し
、
地
元
の
方
々
の
話

を
聞
い
た
こ
と
な
ど
、
こ
の
15
年
余
り
の
篳
篥
用
の

ヨ
シ
を
め
ぐ
る
動
き
を
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。 

 

そ
の
中
か
ら
分
か
っ
た
事
は
、
ヨ
シ
に
関
わ
り
始

め
た
頃
に
私
が
「
ヨ
シ
を
増
や
し
て
い
け
ば
、
そ
の

中
か
ら
篳
篥
用
ヨ
シ
も
増
え
て
い
く
だ
ろ
う
」
と
思

っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

し
た
。 

 

ヨ
シ
を
増
や
す
た
め
に
水
を
流
し
て
も
、
増
え
た

ヨ
シ
は
篳
篥
用
の
ヨ
シ
に
は
な
ら
な
い
。
反
対
に
水

を
増
や
す
こ
と
は
篳
篥
用
ヨ
シ
の
生
育
を
妨
げ
て

し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
私
自
身
の
こ
の
間
違

い
を
認
め
て
い
か
な
い
と
次
に
は
進
め
ま
せ
ん
し
、

篳
篥
用
ヨ
シ
を
次
の
世
代
へ
引
き
継
い
で
い
く
こ

と
も
出
来
な
い
と
い
う
想
い
に
至
り
ま
し
た
。 

 

な
ん
と
か
篳
篥
用
ヨ
シ
を
次
の
世
代
へ
も
つ
な

げ
て
行
け
る
よ
う
に
と
の
思
い
を
込
め
て
、
以
下
に

こ
の
15
年
余
り
の
動
き
を
簡
単
に
振
り
返
り
書
い

て
み
ま
し
た
。
誤
り
の
点
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

お
教
え
く
だ
さ
い
。
た
だ
篳
篥
用
ヨ
シ
を
増
や
し
て

い
く
た
め
の
た
た
き
台
に
な
れ
ば
と
思
う
の
み
で

す
。 

（
１)

１
９
７
１
年
の
淀
川
河
川
工
事
に
よ
り 

 

篳
篥
用
ヨ
シ
の
質
が
低
下
し
始
め
た
。 

 

ま
ず
篳
篥
用
ヨ
シ
の
質
の
低
下
は
い
つ
頃
か
ら

始
ま
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
元
宮
内
庁
楽
部
首

席
楽
長
東
儀
兼
彦
先
生
は
２
０
０
６
年
に
「
蘆
の
質

が
悪
く
な
り
、
燻
さ
な
く
て
は
使
い
物
に
な
ら
な
い

の
で
は
な
い
か
と
話
す
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し

た
。・
・
・
品
質
の
悪
く
な
っ
た
蘆
を
見
て
は
、
淀
川

も
河
川
工
事
で
蘆
が
駄
目
に
な
っ
た
の
か
と
嘆
い

て
お
り
ま
し
た
。
ま
た
琵
琶
湖
の
蘆
、・
茨
城
県
瓜
連

の
蘆
・
ま
た
利
根
川
の
蘆
と
試
し
ま
し
た
が
、
や
は

り
淀
川
の
蘆
に
叶
う
品
質
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。」
と
書
い
て
い
ま
す
。
宮
内
庁
楽
部
の
中
で
も
20

年
以
上
前
に
は
ヨ
シ
の
質
が
悪
く
な
っ
て
い
る
こ

と
が
話
題
に
な
り
、
何
か
対
応
が
な
い
か
と
案
じ
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
判
り
ま
す
。(

２
０
０
６
年
「
鵜
殿

を
思
う
」
鵜
殿
ク
ラ
ブ
会
報
、
及
び
「
雅
楽
だ
よ
り
」

15
号
２
０
０
８
年
10
月
号
よ
り) 

 

東
儀
兼
彦
先
生
の
話
す
淀
川
の
河
川
改
修
工
事

と
は
、
淀
川
の
川
底
を
３
～
４
ｍ
掘
り
下
げ
、
か
つ

低
水
路
幅(

平
常
時
に
水
の
流
れ
て
い
る
部
分
の

幅)

を
１
２
０
ｍ
程
だ
っ
た
も
の
を
３
０
０
ｍ
に
拡

幅
す
る
１
９
７
１
年
か
ら
始
ま
る
大
工
事
で
、
こ
れ

に
よ
り
上
牧
・
鵜
殿
の
ヨ
シ
原
の
水
面
も
３
～
４
ｍ

下
が
り
、
ヨ
シ
原
と
淀
川
の
水
面
の
高
低
差
３.5
ｍ
が

７
m
余
り
と
な
り
、
ヨ
シ
原
の
環
境
が
大
き
く
変
わ

っ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
の
頃
か
ら
篳
篥
用
蘆
舌
の
ヨ

シ
の
材
質
が
悪
く
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。 

 

た
し
か
に
国
土
交
通
省
淀
川
河
川
事
務
所
淀
川

環
境
委
員
会
の
資
料
に
よ
り
ま
し
て
も
そ
の
こ
と

が
は
っ
き
り
と
数
字
で
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
１
９
７

１
年
の
淀
川
の
河
川
工
事
前
は
、
鵜
殿
ヨ
シ
原
の
河

川
敷
の
80
％
が
ヨ
シ
原
だ
っ
た
が
、
１
９
７
４
年
に

は
ヨ
シ
原
は
20
％
に
激
減
し
、
さ
ら
に
１
９
８
２
年

に
は
５
％
と
ま
で
減
り
続
け
た
と
記
し
て
い
ま
す
。

２
０
１
４
年
は
導
水
路
な
ど
に
よ
っ
て
17
％
と
な

っ
た
と
記
し
て
い
ま
す
。(

２
０
１
８
年
の
資
料
が

無
い
の
で
不
明
で
す
が
、
つ
る
草
や
雑
草
な
ど
が
増

え
て
、
ま
た
一
桁
台
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す) 

（
２) 

国
土
交
通
省
河
川
事
務
所
・ 

淀
川
環
境
委
員
会
な
ど
の
取
組 

 
 
 
 

ヨ
シ
を
増
や
す
た
め
に 

と
ら
れ
た
方
策
だ
が 

 

１
９
７
１
年
の
河
川
工
事
に
よ
り
ヨ
シ
が
激
減

し
て
い
く
中
、
高
槻
市
、
国
土
交
通
省
淀
川
河
川
事

務
所
、
淀
川
環
境
委
員
会
な
ど
に
よ
る
ヨ
シ
原
の
回

復
の
取
組
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
み
ま
す
。 

 

高
槻
市
は
１
９
７
５
年
、
淀
川
の
河
川
工
事
よ
り

４
年
後
に
「
最
近
の
ヨ
シ
は
茎
が
細
く
背
が
低
い
、

ど
ん
ど
ん
質
が
悪
く
な
っ
て
い
る
、
ど
う
に
か
な
ら

な
い
か
」
と
植
物
生
態
学
が
専
門
で
大
阪
市
立
大
学

付
属
植
物
園
に
勤
め
て
い
た
小
山
弘
道
氏
に
自
然

保
護
相
談
員
と
し
て
鵜
殿
の
調
査
を
依
頼
し
て
、
鵜

殿
の
ヨ
シ
の
調
査
を
始
め
ま
し
た
。 

 

調
査
を
始
め
て
14
年
後
、
１
９
９
６
年
か
ら
、
建

設
省(

現
国
土
交
通
省)
淀
川
河
川
事
務
所
は
、
ヨ
シ

の
再
生
へ
向
け
て
以
下
の
3
つ
の
対
策
を
立
て
ま

し
た
。 

 

そ
の
一
つ
は
「
ヨ
シ
の
再
生
に
は
、
水
が
か
か
せ

な
い
。
ヨ
シ
原
に
水
を
送
る
た
め
、
淀
川
の
水
を
く

み
上
げ
て
水
路
を
作
り
ヨ
シ
原
に
流
す
」
と
い
う
も

の
で
す
。
１
９
９
６
年
に
初
め
て
導
水
ポ
ン
プ
が
設

置
さ
れ
、
２
年
後
の
１
９
９
８
年
に
は
ポ
ン
プ
の
性

能
を
上
げ
２
秒
間
に
１
ｔ
の
水
を
ヨ
シ
原
に
送
る

様
に
な
り
ま
し
た
。(

「
雅
楽
だ
よ
り
」
25
号
11
頁
、

12
頁
２
０
１
０
年
７
月) 

 

２
番
目
に
は
「
ヨ
シ
を
水
に
近
づ
け
る
方
法(

淀

川
の
水
位
が
下
が
っ
た
分
だ
け
ヨ
シ
原
を
掘
り
下

げ
て
淀
川
の
水
位
に
近
づ
け
る)

も
行
わ
れ
始
め
ま

し
た
。 

 

さ
ら
に
３
番
目
に
は
「
良
質
な
ヨ
シ
の
地
下
茎
を
、

ヨ
シ
が
生
え
て
い
な
い
所
に
移
植
し
て
新
た
な
ヨ

シ
を
創
出
す
る
方
法
」
も
試
み
ら
れ
ま
し
た
。 

 

こ
れ
ら
の
３
つ
の
方
法
の
そ
の
後
に
つ
い
て
環

境
委
員
会
の
報
告
書
で
は
、
３
つ
の
方
法
の
ど
れ
も

が
「
ヨ
シ
の
回
復
に
は
つ
な
が
っ
て
い
な
い
」
と
報

告
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
報
告
書
を
読
ん
だ
時

は
と
て
も
シ
ョ
ッ
ク
で
し
た
。 

 

１
番
目
の
ヨ
シ
原
に
水
を
送
る
導
水
路
の
方
法

に
つ
い
て
は
、
導
水
を
始
め
て
13
年
後
の
２
０
０
９

年
の
淀
川
環
境
委
員
会
の
報
告
に
「
水
条
件
の
改
善

の
み
で
は
ヨ
シ
群
落
へ
の
回
復
は
難
し
い
こ
と
が

判
っ
た
」(

第
24
回
淀
川
環
境
委
員
会
陸
域
環
境
部

会
鵜
殿
保
全
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
Ｗ
Ｇ
１-

28)

、
２
０

１
０
年
に
は
「
導
水
対
策
を
行
っ
て
き
た
が
、
そ
の

効
果
は
十
分
で
は
な
く
ヨ
シ
群
落
の
生
育
範
囲
は

き
わ
め
て
限
定
さ
れ
た
状
況
に
あ
る
」(

第
26
回
淀

川
環
境
委
員
会 

報
告)

と
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

2
番
目
の
切
り
下
げ
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
切
り
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下
げ
よ
り
11
年
後
の
２
０
０
９
年
の
報
告
で
「
大
半

は
オ
ギ
群
落
と
な
っ
て
お
り
、(

中
略)

秋
季
に
は
ヨ

シ
群
落
が
消
失
」「
ヨ
シ
群
落
面
積
が
減
少
し
、
秋
季

は
ヨ
シ
群
落
面
積
が
０
と
な
り
」
さ
ら
に
「
篳
篥
の

蘆
舌
の
材
料
と
な
る
ヨ
シ
な
ど
、
鵜
殿
の
歴
史
文
化

を
特
徴
付
け
る
ヨ
シ
は
既
存
の
ヨ
シ
群
落
に
限
ら

れ
て
生
育
」
と
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。(

２
０
０
９
年

３
月 

第
24
回
淀
川
環
境
委
員
会) 

 

「
ヨ
シ
群
落
は
０
」「
篳
篥
用
ヨ
シ
は
今
ま
で
の
所

の
み
」
と
切
り
下
げ
を
し
て
も
増
え
て
い
な
い
と
記

し
て
い
ま
す
。(

こ
の
切
り
下
げ
は
２
０
１
９
年
現

在
も
下
流
側
で
続
い
て
い
て
切
り
下
げ
地
が
拡
大

し
て
い
ま
す
。
現
在
は
細
い
ヨ
シ
が
生
え
て
い
ま

す) 

 

３
番
目
の
良
質
な
ヨ
シ
の
地
下
茎
を
移
植
す
る

方
法
は
「
ツ
ル
植
物
の
繁
茂
が
著
し
い
」(

２
０
０
６

年
第
19
回
淀
川
環
境
委
員
会)

「
ヨ
シ
の
回
復
状
況

が
不
良
」(

２
０
０
８
年
第
22
回
環
境
委
員
会)

と
ヨ

シ
が
減
っ
て
つ
る
草
が
増
え
た
と
い
う
報
告
が
続

き
ま
す
。
そ
し
て
ヨ
シ
の
地
下
茎
が
採
取
さ
れ
た
地

は
、
ヨ
シ
原
に
戻
る
事
は
無
か
っ
た
の
で
す
。
今
ま

で
ヨ
シ
原
だ
っ
た
地
か
ら
、
ヨ
シ
の
根
を
取
り
除
い

て
し
ま
っ
た
の
で
ヨ
シ
が
生
え
な
く
な
っ
て
し
ま

っ
た
の
で
す
。 

 

こ
の
３
つ
の
方
法
は
「
報
告
書
」
を
読
む
限
り
で

も
ヨ
シ
を
増
や
す
効
果
は
出
て
い
な
い
。
現
地
ヨ
シ

原
を
見
て
も
ヨ
シ
が
増
え
て
い
る
様
子
は
見
ら
れ

な
い
し
、
ま
し
て
篳
篥
用
ヨ
シ
は
年
々
減
少
し
て
来

た
。 

(

環
境
委
員
会
の
報
告
書
に
つ
い
て
は
「
雅
楽
だ
よ

り
」
35
号
２
０
１
３
年
10
月
号
に
詳
し
く
掲
載
し

て
い
ま
す) 

（
３)

新
名
神
高
速
道
路
の
着
工
と 

 
 

Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｏ
西
日
本
・ 

「
鵜
殿
ヨ
シ
原
の
検
討
会
」
の
結
論 

 

２
０
１
２
年
４
月
６
日
、
上
牧
・
鵜
殿
ヨ
シ
原
を

横
断
す
る
新
名
神
高
速
道
路
建
設
の
閣
議
決
定
が

な
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
以
上
ヨ
シ
原
に
何
か
の
手
が

加
わ
る
と
、
さ
ら
に
篳
篥
用
ヨ
シ
の
材
質
が
悪
く
な

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
か
ら
、
高
速
道
路
建

設
見
直
し
を
求
め
る
署
名
活
動
も
行
わ
れ
合
計
10

万
筆
余
の
署
名
が
集
ま
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
高
速

道
路
建
設
の
見
直
し
は
実
現
せ
ず
、
工
事
を
請
け
負

っ
た
西
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社(

Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｏ
西

日
本)

は
、
会
社
の
中
に
学
識
者
６
名
、
オ
ブ
ザ
ー
バ

ー6(
団
体
及
び
個
人)

、
事
業
者
に
よ
る
「
新
名
神
高

速
道
路 
鵜
殿
ヨ
シ
原
の
環
境
保
全
に
関
す
る
検

討
会
」(

以
下
「
検
討
会
」)

を
２
０
１
３
年
１
月
10

日
に
設
置
し
、
２
０
１
７
年
５
月
17
日
ま
で
の
４
年

半
の
間
に
９
回
開
催
し
ま
し
た
。
私
は
毎
回
大
阪
に

行
き
「
検
討
会
」
を
傍
聴
し
、
検
討
さ
れ
た
内
容
を

そ
の
都
度
「
雅
楽
だ
よ
り
」
に
書
く
よ
う
に
い
た
し

ま
し
た
。 

 

「
検
討
会
」
は
、
２
０
１
７
年
10
月
『
鵜
殿
ヨ
シ

原
に
お
け
る
植
物
調
査
に
関
す
る
報
告
書
』(
Ａ
４

判
１
３
０
頁 

以
下
『
報
告
書
』)

と
し
て
調
査
・
検

討
し
た
内
容
を
ま
と
め
冊
子
と
し
て
発
行
し
ま
し

た
。 

 
(

こ
の
『
報
告
書
』
は
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｏ
西
日
本
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
よ
り
、
事
業
案
内
→
鵜
殿
ヨ
シ
原
→
報
告

書 

と
順
に
検
索
す
る
と
読
め
ま
す) 

 

こ
の
『
報
告
書
』
の
「
第
４
章 

事
業
に
よ
る
篳

篥

用

ヨ

シ

へ

の

影

響

の

把

握

」

４-

10 
 
 
 
 
 

「
第
５
章 

篳
篥
用
ヨ
シ
の
保
全
と
新
名
神
高
速

道
路
事
業
の
両
立
に
向
け
た
提
言
」
５-

８ 

に
よ

る
と 

 

 

○
「
鵜
殿
で
は
、
陸
域
の
ヨ
シ
が
、
水
域
の
ヨ
シ

に
比
べ
て
生
育
が
よ
い
」 

 

○
「
導
水
路
に
生
え
て
い
る
ヨ
シ
は
茎
が
太
く
て

も
厚
み
が
な
く
、
も
ろ
く
て
割
れ
や
す
い
た
め
、 

 
 
 

篳
篥
用
ヨ
シ
と
し
て
は
採
取
し
て
い
な
い
」 

 

○
「
篳
篥
用
ヨ
シ
の
採
取
エ
リ
ア
は
通
水
に
よ
り

冠
水
し
な
い
微
高
地
の
オ
ギ
・
ヨ
シ
群
落
で
あ
る
」 

 

〇
「
篳
篥
用
ヨ
シ
の
採
取
エ
リ
ア
の
ヨ
シ
の
根
系

へ
の
水
分
補
給
は
雨
水
が
主
体
的
で
あ
る
」 

 

○
「
篳
篥
用
ヨ
シ
は
遺
伝
的
要
因
で
決
定
し
な
い
」 

 

こ
れ
等
を
ま
と
め
る
と
、 

（
１)

導
水
路
及
び
導
水
路
近
辺
の
ヨ
シ
は
、
篳
篥

用
ヨ
シ
に
は
使
え
な
い
。 

 
 
(

『
報
告
書
』
の
表
現
は
、「
導
水
路
に
生
え
て

い
る
ヨ
シ
は
茎
が
太
く
て
も
厚
み
が
な
く
、
も
ろ
く

て
割
れ
や
す
い
た
め
、
篳
篥
用
ヨ
シ
と
し
て
は
採
取

し
て
い
な
い
」) 

（
２)

鵜
殿
で
は
、
陸
域
の
ヨ
シ
が
、
水
域
の
ヨ
シ
に

比
べ
て
生
育
が
良
い
。 

（
３
）
篳
篥
用
ヨ
シ
は
、
導
水
路
か
ら
離
れ
た
少
し

高
い
と
こ
ろ
に
生
え
て
い
る
。 

（
４)

篳
篥
用
ヨ
シ
の
水
分
の
供
給
は
、
雨
水
が
ほ

と
ん
ど
で
あ
る
。 

（
５)

篳
篥
用
ヨ
シ
は
、
ヨ
シ
の
遺
伝
的
要
因(DNA)

は
関
係
な
く
、
生
育
環
境
に
よ
っ
て
育
つ
。 

そ
し
て
『
報
告
書
』
の
「
お
わ
り
に
」(

６-

１
頁)

に
は
、
雑
草
や
つ
る
草
な
ど
が
増
え
る
こ
と
に
つ
い

て
言
及
し
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。 

「
治
水
上
の
観
点
で
一
般
的
な
河
川
で
行
わ
れ

て
い
る
河
床
整
備
に
よ
り
、
河
川
流
量
が
安
定
化
す

る
こ
と
は
、
自
然
環
境
に
お
い
て
は
、
河
川
敷
の
冠

水
頻
度
の
減
少
に
よ
り
侵
入
植
物
が
増
加
し
、
植
生

の
変
化
を
招
く
場
合
が
あ
る
。
鵜
殿
ヨ
シ
原
に
お
い

て
も
例
外
で
は
な
く
、
ヨ
シ
原
焼
き
等
の
取
組
み
に

よ
り
現
況
植
生
の
維
持
を
図
っ
て
い
る
が
、
つ
る
植

物
や
外
来
植
物
の
侵
入
が
顕
著
と
な
っ
て
お
り
、
そ

の
保
全
の
妨
げ
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
。 

言
い
回
し
が
分
か
り
に
く
い
の
で
、
私
な
り
に
読

み
か
え
る
と 

「
１
９
７
１
年
の
河
川
工
事
に
よ
り
洪
水
な
ど

が
減
り
、
環
境
が
変
わ
っ
た
の
で
、
ヨ
シ
原
に
つ
る

草
や
雑
草
な
ど
が
増
え
て
い
っ
た
。
だ
か
ら
篳
篥
用

ヨ
シ
が
減
る
。
ヨ
シ
原
焼
き
な
ど
だ
け
で
は
現
況
を

維
持
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
今
後
は
つ
る
草
や
雑

草
な
ど
を
取
り
除
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
対

処
を
し
な
い
と
篳
篥
用
ヨ
シ
を
保
全
し
て
い
く
こ

と
は
で
き
な
い
」
と
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。 

「
検
討
会
」
の
内
容
を
再
度
ま
と
め
る
と
、
篳
篥

用
ヨ
シ
は
、
導
水
路
の
中
や
近
辺
、
水
の
多
い
所(

水

域)

で
は
育
た
な
い
。
篳
篥
用
ヨ
シ
は
水
分
の
補
給

は
雨
水
で
大
丈
夫
で
、
水
の
来
な
い
所(

陸
域)

で
育

つ
。
た
だ
し
、
１
９
７
１
年
の
河
川
工
事
で
環
境
が

変
わ
っ
た
の
で
、
つ
る
草
や
雑
草
が
は
び
こ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
れ
は
仕
方
の
な
い
こ
と
で
、
こ
の
つ

る
草
を
退
治
す
る
方
法
を
考
え
な
く
て
は
い
け
な

い
、
と
な
る
。 

（
４) 

水
域
の
ヨ
シ
と
陸
域
の
ヨ
シ 

 
 
 
 
 
 

篳
篥
用
ヨ
シ
は
陸
域
の
ヨ
シ 

篳
篥
用
ヨ
シ
に
と
っ
て
水
と
の
関
係
を
ど
う
す

れ
ば
良
い
の
か
に
つ
い
て
、
振
り
返
っ
て
お
き
た
い
。 

淀
川
環
境
委
員
会
の
報
告
を
抜
き
だ
す
と
、
２
０

０
９
年
で
は
「
水
条
件
の
改
善
の
み
で
は
ヨ
シ
群
落



雅楽だより 第 60 号 

へ
の
回
復
は
難
し
い
」(

２
０
０
９
年
第
24
回
淀
川

環
境
委
員
会)

、
２
０
１
０
年
に
は
「
導
水
対
策
の
そ

の
効
果
は
十
分
で
は
な
い
」
と
あ
り
ま
す
。
Ｎ
Ｅ
Ｘ

Ｃ
Ｏ
の
４
年
余
り
の
調
査
研
究
で
「
検
討
会
」
は
、

前
述
の
様
に
ヨ
シ
原
の
中
で
も
乾
い
た
と
こ
ろ
で

し
か
篳
篥
用
ヨ
シ
は
育
た
な
い
、
と
い
う
結
論
で
し

た
。 「

検
討
会
」
の
委
員
で
も
あ
る
布
谷
知
夫
氏
は
、

２
０
１
４
年
の
段
階
で
「
ヨ
シ
原
の
面
積
を
広
げ
る

こ
と
と
、
篳
篥
用
ヨ
シ
を
守
る
こ
と
は
相
い
れ
な
い
。

別
に
エ
リ
ア
を
定
め
て
篳
篥
用
に
適
し
た
環
境
を

整
備
す
る
な
ど
、
次
の
手
を
う
た
な
い
と
先
細
り
は

明
ら
か
だ
と
発
言
し
て
い
ま
す
。(

読
売
新
聞
２
０

１
４
年
７
月
９
日
大
阪
本
社
版)

ま
た
、
こ
の
記
事

に
よ
れ
ば
ヨ
シ
原
の
中
の
導
水
路
が
２
０
１
２
年

に
さ
ら
に
広
く
ヨ
シ
原
を
流
れ
る
工
事
が
行
わ
れ
、

以
後
「
下
流
の
鵜
殿
地
区
に
は
、
篳
篥
に
適
し
た
ヨ

シ
が
育
っ
て
い
な
い
。
細
々
と
や
っ
て
き
た
の
に
下

流
域
の
篳
篥
用
ヨ
シ
は
壊
滅
状
態
だ
。
今
年
は
上
流

側
の
上
牧
地
区
で
篳
篥
用
ヨ
シ
採
取
し
て
数
量
を

確
保
で
き
た
」(

読
売
新
聞
２
０
１
４
年
７
月
９
日

大
阪
本
社
版) 

ヨ
シ
原
の
下
流
側
鵜
殿
地
区
に
も
水
が
流
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
鵜
殿
地
区
で
は
篳
篥
用

ヨ
シ
は
採
取
出
来
な
く
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。 

昨
年
２
０
１
９
年
４
月
に
筑
波
大
学
で
、
篳
篥
の

蘆
舌
の
葦
材
に
関
す
る
研
究
を
進
め
て
い
る
筑
波

大
学
生
命
環
境
系
の
准
教
授
で
あ
る
小
幡
谷
英
一

氏
と
お
会
い
し
、
研
究
の
内
容
を
教
え
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
そ
し
て
「
雅
楽
だ
よ
り
」
59
号
、
60
号
に

そ
の
研
究
の
成
果
の
一
端
を
書
い
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。 

篳
篥
用
ヨ
シ
と
そ
れ
以
外
の
ヨ
シ
の
違
い
に
つ

い
て
要
点
だ
け
を
抜
き
出
し
て
み
る
と 

「
葦
は
竹
と
同
様
、
非
常
に
繁
殖
力
が
強
い
」 

「
鵜
殿
の
葦
な
ら
何
で
も
良
い
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
」 

「
導
水
路
の
周
辺
は
通
水
時
に
水
に
浸
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
「
水
域
」
で
育
つ
葦
は
、
蘆
舌
に
は
適

し
て
い
ま
せ
ん
」 

「
水
に
浸
ら
な
い
乾
い
た
土
地
が
あ
り
ま
す
。
蘆

舌
に
使
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
陸
域
の
葦
で
す
」

そ
し
て 

「
乾
い
た
エ
リ
ア
で
は
、
草
本
植
物
が
葦
よ
り
も

早
く
成
長
し
た
り
、
つ
る
性
の
植
物
が
葦
を
引
き
倒

し
た
り
し
て
、
葦
が
成
長
す
る
の
を
邪
魔
し
ま
す
。

そ
の
結
果
、
鵜
殿
の
一
部
の
エ
リ
ア
で
は
、
葦
が
完

全
に
駆
逐
さ
れ
、
草
本
植
物
に
占
拠
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
た
が
つ
て
「
蘆
舌
用
の
葦
を
守
る
こ
と
」
と
「
葦

原
を
守
る
こ
と
」
を
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
ど
ん
な
葦
で
も
良
い
な
ら
、
水
を
引
け
ば
葦
が

育
ち
ま
す
。
し
か
し
、
蘆
舌
用
の
「
陸
域
の
葦
」
を

守
ろ
う
と
す
る
な
ら
、
他
の
植
物
の
侵
入
や
繁
茂
を

防
ぐ
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
篳
篥
や
雅

楽
を
守
り
た
い
な
ら
、
葦
原
と
蘆
舌
用
葦
を
混
同
せ

ず
、
冷
静
に
議
論
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
」
と
書
い

て
い
ま
す
。(

「
雅
楽
だ
よ
り
」
59
号
２
０
１
９
年

10
月
号
『
蘆
舌
用
葦
材
の
物
性Ⅰ

』) 

淀
川
環
境
委
員
会
の
報
告
、「
検
討
会
」
の
報
告
、

小
幡
谷
氏
の
研
究
成
果
を
読
み
、
ま
た
実
際
に
ヨ
シ

原
の
様
子
を
見
て
い
る
と
、「
ヨ
シ
一
般
を
守
る
」
こ

と
と
「
篳
篥
用
ヨ
シ
を
守
る
」
こ
と
は
全
く
逆
の
対

策
を
取
ら
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
実
感

す
る
の
で
し
た
。 

す
な
わ
ち
私
が
今
ま
で
「
ヨ
シ
を
増
や
せ
ば
、
太

い
ヨ
シ
も
生
え
て
そ
の
中
か
ら
篳
篥
用
ヨ
シ
も
増

え
て
く
る
」
と
い
う
思
い
込
み
は
間
違
っ
て
い
た
と

い
う
事
で
す
。
こ
の
間

違
い
を
正
し
て
い
か
な

い
と
篳
篥
用
ヨ
シ
の
保

存
も
再
生
も
で
き
な
い

と
い
う
こ
と
で
し
た
。 

（
以
下 

次
号
へ
続
く
） 

《《《《《《《《《《 

 


