
民
俗
芸
能
研
究
に
お
け
る
「
地
域
」

橋
　
本
　
裕
　
之

六五四三ニー
は

じ
め
に

民
俗
芸
能
の
地
域
差
と
地
域
性

民
俗
芸
能
の
分
布
と
伝
播

民
俗
芸
能
の
伝
播
と
変
容

構
成
さ
れ
る
「
地
域
」

お

わ

り
に

民俗芸能研究における「地域」

論
文
要
旨

　
本
稿
の
目
的
は
民
俗
芸
能
研
究
が
「
地
域
」
を
い
か
な
る
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
の

か
、
そ
の
消
息
を
検
証
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
う
し
た
関
心
に
沿
っ
て
民
俗
学
で
い
う
地

域
性
論
を

と
り
あ
げ
た
ば
あ
い
、
あ
る
奇
妙
な
偏
向
に
気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
民
俗

芸
能
研
究
は

い

か

な
る
脈
絡
か
ら
も
、
地
域
差
と
地
域
性
を
主
要
な
課
題
と
し
て
位
置
づ
け

て

い

な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
筆
者
の
み
た
と
こ
ろ
、
民
俗
芸
能
の
地
域
差
が
し
ば
し
ば
伝

播
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
結
果
と
し
て
十
全
に
説
明
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
っ
た
。
民

俗
芸
能
は
ど
う
や
ら
地
域
性
論
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
、
つ
ま
り
地
域
性
に
規
定
さ
れ
に
く
い

対
象
で
あ
る
ら
し
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
伝
播
が
民
俗
芸
能
の
地
域
差
を
も
た
ら
す
も
の
だ
と
し
て
も
、
自
然
的

な
伝
播
の
み
を
も
っ
て
民
俗
芸
能
の
諸
相
を
説
明
し
て
し
ま
っ
て
い
い
も
の
か
。
ひ
と
た
び

民
俗
芸
能
の
芸
能
史
的
位
相
を
視
野
に
お
さ
め
た
ら
、
民
俗
芸
能
が
組
織
的
な
伝
播
に
よ
っ

て

当
該
地
域
に
も
た
ら
さ
れ
た
消
息
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
た

が

っ

て
、
民
俗
芸
能
の
地
域
的
位
相
は
む
し
ろ
芸
能
の
祖
型
を
指
標
と
し
て
用
い
る
試
み
に

よ
っ
て
浮
か
び
あ
が
る
、
い
わ
ば
変
容
の
諸
相
に
こ
そ
も
と
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。　

そ
の
ば
あ
い
、
「
地
域
」
は
必
ず
し
も
個
々
の
民
俗
社
会
に
か
ぎ
ら
な
い
。
「
地
域
」
は
対

象
の
持
つ
性
格
に
そ
く
し
な
が
ら
、
あ
く
ま
で
も
可
変
的
に
設
定
さ
れ
て
然
る
べ
き
な
の
で

あ
る
。
と
い
う
の
も
、
民
俗
芸
能
に
ま
つ
わ
る
「
地
域
」
は
民
俗
芸
能
に
対
す
る
人
々
の
熱

情
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。
「
地
域
」
は
じ
つ
の
と
こ
ろ
、
人
々
の

熱
情
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
結
果
の
ひ
と
つ
で
し
か
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う

し
た
視
座
は
演
者
や
演
技
の
実
際
か
ら
「
地
域
」
を
問
い
な
お
す
も
の
で
あ
り
、
あ
ら
か
じ

め

「
地
域
」
を
前
提
し
て
し
ま
う
発
想
を
根
本
的
に
転
換
さ
せ
る
契
機
た
り
う
る
も
の
で
あ

る
。
し
か
も
、
民
俗
芸
能
の
地
域
性
が
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
も
の
だ
と
し
た
ら
、
地
域
性
論

じ
た
い
批
判
的
に
検
討
も
し
く
は
再
編
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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一
　
は
じ
め
に

　
民
俗
芸
能
研
究

と
い
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
い
う
ま
で
も
な
く
特
定
の
構
想
に
う

な
が
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
い
か
な
る
も
の
で
あ

っ

た

と
し
て
も
、
現
地
調
査
と
い
う
方
法
に
ど
こ
か
し
ら
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

通
俗
的

な
用
法
で
い
う
「
地
域
」
、
　
つ
ま
り
任
意
に
策
定
さ
れ
た
地
表
の
範
囲
に
か

か
わ

ら
ざ
る
を
得
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
地
域
」
は
民
俗
芸
能
研
究
に
と

っ

て
、
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
余
地
も
な
い
ぐ
ら
い
自
明
な
何
も
の
か
、
な
の
か
も

し
れ
な
い
。
そ
の
せ
い
だ
ろ
う
か
、
「
地
域
」
じ
た
い
を
原
理
的
に
主
題
化
し
た
成

果

も
き
わ
め
て
少
な
い
の
だ
が
、
こ
う
し
た
事
態
は
民
俗
芸
能
研
究
の
「
地
域
」
に

対
す

る
入
射
角
を
や
や
制
限
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
民
俗
芸
能
研
究
は
「
地
域
」
を
い
か
な
る
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
た
と
え
ば
、
民
俗
学
者
で
あ
り
地
理
学
者
で
も
あ
る
千
葉
徳
爾
は
民
俗
芸
能
と

「
地
域
」
の
か
か
わ
り
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
今
日
的
状
況
が
「
村
落
社
会
を
母
体
と

し
な
が
ら
、
現
代
の
母
体
の
構
造
変
動
の
中
で
、
民
俗
的
芸
能
は
表
出
の
面
で
も
、

受
容
の
面
で
も
、
そ
の
機
能
を
消
失
し
つ
つ
あ
る
」
と
こ
ろ
に
認
め
ら
れ
る
消
息
を

指
摘

し
た
の
ち
、
「
民
俗
芸
能
の
成
立
母
体
を
は
な
れ
て
の
維
持
は
、
特
殊
な
条
件
、

と
く
に
社
会
的
な
安
定
感
と
連
帯
感
に
よ
っ
て
、
芸
術
的
価
値
観
を
み
た
さ
れ
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

場
合
に

は
、
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
以
下
に
引
用
し
て
お
い
た

の

は
、
千
葉
が
そ
の
視
座
に
立
脚
し
な
が
ら
民
俗
芸
能
と
「
地
域
」
の
か
か
わ
り
を

定
位
し
た
箇
所
で
あ
る
。

　
　
新

ら
し
い
分
野
を
ひ
ら
い
て
地
域
社
会
の
基
礎
構
造
に
芸
能
が
定
着
す
る
か
、

　
　
ま
た
は
そ
の
事
象
本
来
の
機
能
を
果
す
場
合
の
み
に
、
そ
れ
は
生
き
残
り
う
る

　
　
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
来
の
機
能
を
も
果
し
え
ず
、
新
ら
し
い
分
野
を

　
　
ひ

ら
い
て
社
会
の
構
造
変
化
に
適
応
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
な
れ
ぽ
、
民
俗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
芸
能
の
消
滅
は
、
惜
し
く
て
も
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
千
葉
の
所
説
を
最
も
基
本
的
な
視
座
の
ひ
と
つ
と
し
て
銘
記
し
つ
つ
も
、

関
連
す
る
従
来
の
成
果
に
導
か
れ
な
が
ら
、
民
俗
芸
能
研
究
に
お
け
る
「
地
域
」
を

主
題
化
す

る
試
み
の
可
能
性
と
不
可
能
性
を
い
さ
さ
か
な
り
と
も
指
摘
し
て
お
き
た

い
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
民
俗
芸
能
研
究
が
あ
つ
か
っ
て
き
た
対
象
の
、
き
わ
め
て

特
異
な

性
格
に
規
定
さ
れ
た
方
法
が
浮
か
び
あ
が
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
再
び
書
き

つ
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
民
俗
芸
能
研
究
は
「
地
域
」
を
い
か
な
る
も
の

と
し
て
理
解
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
い
は
じ
つ
の
と
こ
ろ
、
民
俗
芸

能
研
究
の
認
識
論
的
前
提
に
も
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

二
　
民
俗
芸
能
の
地
域
差
と
地
域
性

　
民
俗
芸
能
研
究
の
「
地
域
」
に
対
す
る
入
射
角
を
測
定
す
る
ぽ
あ
い
、
ま
ず
は
ひ

と
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
文
化
人
類
学
や
民
俗
学
の
領
域
で
な
さ
れ
て
き
た
地
域
性

論
を

参
照
し
て
お
き
た
い
。
こ
う
し
た
関
心
に
導
か
れ
た
一
連
の
成
果
を
概
観
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
民
俗
芸
能
の
持
つ
特
異
な
性
格
が
お
の
ず
か
ら
定
位
さ
れ
る
よ
う

に

思
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
地
域
性
論
は
き
わ
め
て
複
雑
に
錯
綜
し
て

お

り
、
け
っ
し
て
見
解
を
共
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
地
域
性
論
の
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今
日
的
状
況
を
要
約
す
る
の
は
む
ず
か
し
い
が
、
幸
い
に
も
岩
本
通
弥
な
ら
び
に
松

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

崎
憲
三
が
試
み
て
い
る
。
い
ず
れ
も
民
俗
学
の
立
場
か
ら
発
言
し
た
も
の
な
の
で
、

注
意
し
て
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
両
者
の
所
説
じ
た
い
看
過
し

が

た

い
差
異
を

し
め
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
っ
て
岩
本
の
所
説
に

大
き
く
依
拠
し
な
が
ら
、
地
域
性
論
を
つ
ぎ
の
二
系
統
に
大
別
し
た
い
。

　

ひ

と
つ
は
「
日
本
文
化
の
地
域
性
」
と
い
っ
た
、
全
国
的
次
元
の
地
域
区
分
論
も

し
く
は
地
域
類
型
論
で
あ
る
。
こ
う
し
た
立
場
は
「
文
化
要
素
（
特
定
項
目
）
の
地

域
的
分
布
や
地
域
的
差
異

を
、
「
地
域
性
」
と
認
識
し
た
も
の
で
あ
り
、
主
に
文
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

人
類
学
の

研
究
者

に
、
こ
う
し
た
解
釈
が
多
い
」
。
い
っ
ぽ
う
、
民
俗
学
老
が
一
般

に

思
い
浮
か
べ
る
地
域
性
は
地
域
的
性
格
、
つ
ま
り
「
個
々
の
民
俗
事
象
（
文
化
要

素
）
の
地
域
差
を
も
た
ら
し
て
い
る
、
そ
の
地
域
の
性
格
、
具
体
的
に
い
え
ば
、
そ

の

地
域
の

自
然
環
境
や
社
会
的
・
経
済
的
条
件
、
さ
ら
に
は
歴
史
的
要
因
等
の
複
合

　
　
　
（
5
）

的

な
構
造
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
岩
本
の
所
説
は
基
本
的
に
同
意
し
う

る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
ひ
と
つ
だ
け
付
言
す
る
な
ら
ぽ
、
前
者
に
い
う
地
域
性
論
は

む

し
ろ
全
国
的
次
元
で
得
ら
れ
た
地
域
差
を
前
提
し
な
が
ら
日
本
文
化
や
日
本
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

を
類

型
的
に

理
解
す

る
方
法
論
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
二
系

統
の
地
域
性
論
は
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
指
標
と
し
て
選
択
さ
れ
た
諸
事
象
の

地
域
差
を

前
提

し
な
が
ら
地
域
性
を
抽
出
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な

が

ら
、
岩
本
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
地
域
性
と
い
う
術
語
の
理
解
の
み
な
ら
ず
、
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

的

じ
た
い
も
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
ど
う
や
ら
異
な
っ
た
地
域
性
論
が
混
乱
か
つ

併
存

し
て
い
る
の
が
、
残
念
な
が
ら
実
情
で
あ
る
ら
し
い
。
個
々
の
地
域
性
論
か
ら

し
て
再
考
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
課
題
を
多
く
残
し
て
い
る
現
在
、
二
系
統
の
地
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

性
論
を

安
易
に
関
連
づ
け
る
短
絡
は
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
か
く
も
錯
綜
し
た
地
域
性
論
の
今
日
的
状
況
を
視
野
に
お
さ
め
つ
つ

も
、
筆
者
の
関
心
は
い
さ
さ
か
異
な
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ふ
た
つ
の

地
域
性
論
が

ど
ち
ら
も
民
俗
芸
能
を
主
要
な
対
象
に
と
り
あ
げ
て
こ
な
か
っ
た
、
そ

の

消
息
に
大
き
な
注
意
を
は
ら
っ
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
、
民
俗
芸
能

の

地
域
差

と
地
域
性
に
か
か
わ
る
活
発
な
論
議
は
、
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
い
い
ぐ
ら

い

な
さ
れ
て
い
な
い
。
従
来
の
民
俗
芸
能
研
究
は
い
か
な
る
脈
絡
か
ら
も
、
地
域
性

を

検
討
す
べ
き
主
要
な
課
題
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
た

と
え
ば
、
近
年
に
な
っ
て
地
域
性
論
（
地
域
類
型
論
）
を
発
展
さ
せ
て
文
化
領

域
論
を

提
唱

し
て
い
る
大
林
太
良
は
、
社
会
組
織
に
偏
っ
て
い
た
従
来
の
研
究
動
向

に
若
干
の

疑
義
を

呈

し
た
の
ち
、
「
文
化
領
域
設
定
の
た
め
の
指
標
の
選
定
に
お
い

て

は
、
自
然
環
境
の
影
響
を
う
け
易
く
、
ま
た
伝
播
し
易
い
、
物
質
文
化
の
諸
要
素
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

た

と
え
ば
民
家
形
式
な
ど
が
適
当
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
当
然
な
が
ら
民
俗
芸
能

は
主
要

な
指
標
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

　
い

っ

ぽ

う
、
地
域
的
性
格
を
抽
出
す
る
地
域
性
論
に
あ
っ
て
も
、
民
俗
芸
能
を
あ

つ
か
っ

た

試
み
は

き
わ
め
て
少
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
ち
ら
の
地
域
性
論
は
地
域
差

か

ら
地
域
性
を
抽
出
す
る
方
法
を
十
分
に
検
討
し
て
い
な
い
せ
い
か
、
一
般
的
に
い

っ

て

も
地
域
差
を
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
っ
た
。
諸
事
象

の

地
域
差
を

地
域
性

と
し
て
理
解
す
る
ぽ
あ
い
す
ら
、
け
っ
し
て
少
な
く
な
か
っ
た

　
　
（
1
0
）

の

で
あ
る
。
地
域
性
と
い
う
術
語
が
通
俗
的
な
脈
絡
で
濫
用
さ
れ
て
き
た
消
息
の
一

端
が

し
の
ば
れ
よ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
民
俗
芸
能
を
指
標
と
し
て
用
い
な
が
ら
地

域
性
を

抽

出
す
る
試
み
じ
た
い
皆
無
に
近
い
の
は
い
さ
さ
か
奇
妙
で
あ
っ
た
。
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こ
う
し
た
状
況
を
と
り
あ
げ
、
民
俗
芸
能
研
究
が
理
論
的
に
大
き
く
遅
れ
て
い
た

か

ら
で
あ
る
と
し
て
か
た
づ
け
て
し
ま
っ
て
も
よ
さ
そ
う
だ
が
、
あ
な
が
ち
そ
れ
ば

か

り
で
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
も
し
か
し
た
ら
、
対
象
と
し
て
選
び
と

ら
れ
た
民
俗
芸
能
じ
た
い
に
あ
ら
か
じ
め
埋
め
こ
ま
れ
て
あ
る
性
格
に
起
因
し
て
い

た
の

で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
真
相
を
詮
索
す
る
試
み
は
し
ぽ
ら
く

措
い
て
、
以
下
で
は
後
者
の
地
域
性
論
に
つ
ら
な
る
民
俗
芸
能
研
究
の
稀
有
な
成
果

を

概
観

し
て
お
き
た
い
。

　
地
域
性
論
の

脈
絡
に
沿
っ
て
民
俗
芸
能
の
地
域
差
を
最
初
に
主
題
化
し
た
の
は
、

管
見
の
範
囲
で
い
う
な
ら
ば
倉
田
正
邦
で
あ
る
。
倉
田
は
三
重
県
下
に
数
多
く
伝
承

さ
れ
て
い
る
カ
ン
コ
踊
の
う
ち
九
十
六
例
を
対
象
に
し
な
が
ら
、
「
民
俗
芸
能
の
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

域
差

と
そ
の
基
盤
」
と
題
し
た
論
考
を
発
表
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
論
考
は

カ
ン
コ
踊
の
分
布
状
況
か
ら
浮
か
び
あ
が
る
地
域
的
差
異
を
羅
列
す
る
試
み
に
終
始

し
て
お
り
、
「
そ
の
基
盤
」
と
い
い
な
が
ら
地
域
差
を
も
た
ら
し
た
要
因
を
積
極
的

に
解

明
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
特
徴
は
民
俗
学
に
お
け
る
地
域
性
論

の

一
般
的
傾

向
を
忠
実
に
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
と
も
か
く

「
そ

の

基
盤
」
に
か
か
わ
る
箇
所
を
紹
介
す
る
。

　
　

こ
う
い
っ
た
よ
う
に
地
域
に
よ
っ
て
、
カ
ン
コ
踊
の
地
域
差
が
県
内
に
見
ら
れ

　
　

る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
種
々
の
意
味
を
持
つ
基
礎
の
上
に
発
展
し
成
長
し
て
来

　
　
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
農
耕
儀
礼
の
一
つ
と
し
て
厄
神
を
鎮
送
し
、
厄

　
　
神
の
恐
れ
を
し
ず
め
る
た
め
に
勧
請
し
て
祭
る
た
め
に
踊
っ
た
り
、
仮
装
や
仮

　
　
面
を

つ
け
て
踊
っ
た
り
、
風
流
踊
の
源
を
か
も
し
だ
す
た
め
に
、
太
鼓
や
カ
ッ

　
　
コ

を
腹
に
つ
け
、
背
に
は
幣
束
を
付
け
、
踊
り
狂
い
、
二
重
に
も
三
重
に
も
輪

　
　
を

な
し
て
い
ろ
い
ろ
の
趣
向
を
こ
ら
し
て
い
る
も
の
や
、
雨
乞
を
願
う
た
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
踊

り
く
る
う
さ
ま
は
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
呪
術
と
同
じ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
概
括
的
な
論
述
だ
け
で
は
、
倉
田
の
目
的
が
カ
ン
コ
踊
の
地
域
差
か
ら

地
域
性

を
抽
出
す
る
試
み
に
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
地
域
差
の
発
見
じ
た
い
に
あ

っ

た
の

か
、
あ
ま
り
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
一
見
し
た
だ
け
で
は
、
カ
ン
コ
踊
の
地
域

差

を
い
わ
ゆ
る
民
間
信
仰
の
み
に
還
元
し
て
し
ま
う
、
い
さ
さ
か
乱
暴
な
説
明
で
あ

る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
通
俗
的
な
地
域
性
論
に
対
し
て
か
ね
て

か

ら
批
判
的
な
発
言
を
お
こ
な
っ
て
き
た
千
葉
は
、
倉
田
の
論
考
を
糸
口
に
し
な
が

ら
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

　
　
た

と
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
地
域
性
に
も
と
つ
く
地
方
差
の
例
と
し
て
地
踊
り
念

　
　
仏
系
統
の
民
俗
芸
能
カ
ン
コ
踊
り
が
考
え
ら
れ
る
。
伊
勢
地
方
で
は
津
や
松
坂

　
　
に

か

な
り
い
ち
じ
る
し
い
が
、
こ
れ
に
対
し
て
鈴
鹿
市
三
日
市
や
松
坂
市
法
田

　
　

な
ど
に
は
、
念
仏
和
讃
は
あ
っ
て
も
カ
ン
コ
踊
り
は
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
と

　
　
い

う
。
こ
れ
は
一
種
の
補
償
作
用
に
近
い
現
象
ら
し
く
、
同
一
機
能
を
も
つ
芸

　
　
能
の
一
方
が
存
在
す
る
社
会
で
は
、
他
の
系
統
は
排
撃
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
い
か
な

る
文
化
形
態
を
と
り
い
れ
て
も
自
由
で
あ
る
と
い
う
場
合
を
の
ぞ
い
て

　
　

は
、
こ
の
よ
う
な
地
域
社
会
自
体
の
文
化
的
充
足
な
い
し
防
禦
作
用
が
、
新
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　

し
い
文
化
の
流
入
を
阻
止
す
る
力
と
な
る
点
を
も
考
慮
し
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

　
倉
田
が
は
た
し
て
地
域
差
か
ら
地
域
性
を
抽
出
す
る
構
想
を
持
っ
て
い
た
の
か
ど

う
か
は
問
わ
な
い
と
し
て
も
、
倉
田
の
論
考
か
ら
地
域
性
を
抽
出
す
る
さ
い
に
前
提

し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
課
題
を
導
き
出
す
千
葉
の
所
説
に
は
、
傾
聴
す
べ
き
と
こ
ろ

が

多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
む
し
ろ
民
俗
芸
能
を
指
標
と
し
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て

用
い
な
が
ら
地
域
性
を
抽
出
す
る
試
み
に
ま
つ
わ
る
困
難
を
暗
示
し
て
い
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
前
掲
し
た
箇
所
に
続
け
て
千
葉
の
述
べ
る
と
こ
ろ
は
ど
う
で
あ
っ
た

か
。

　
　

要
す

る
に
、
地
域
性
と
は
、
対
象
地
域
を
等
質
に
み
た
し
て
い
る
特
性
的
組
織

　
　

で

あ
り
、
そ
の
他
に
つ
い
て
は
認
め
ら
れ
な
い
要
因
で
あ
る
。
こ
れ
は
き
わ
め

　
　

て

具
体
的

で

あ
る
点
で
ス
ケ
ー
ル
と
し
て
は
広
い
範
囲
に
は
及
び
得
な
い
場
合

　
　

が
多
い
が
、
研
究
者
が
注
意
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
点
は
、
地
域
性
は

　
　
必

ら
ず
し
も
そ
の
地
域
の
自
然
的
要
素
の
み
に
よ
っ
て
、
ま
た
諸
地
域
構
成
要

　
　

素
の
単
独
作
用
の
み
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
と
は
限
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
　

こ
の
よ
う
な
検
討
か
ら
い
え
る
こ
と
は
、
民
俗
の
地
域
差
の
発
見
や
そ
の
理
解

　
　

は
、
比
較
的
容
易
で
あ
り
、
利
用
手
つ
ず
き
も
公
式
的
に
伝
播
な
ど
の
作
用
を

　
　
前
提

と
し
て
簡
単
に
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
地

　
　
域
性
の

作
用
と
し
て
立
証
す
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
困
難
な
場
合
が
少
な
く
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
指
摘
は
残
念
な
が
ら
、
倉
田
の
論
考
に
も
あ
て
は
ま
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
思

わ
れ

る
。
地
域
差
の
発
見
こ
そ
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
地
域
性
の
作
用
と
し
て

立
証
す

る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
構
図
な

ら
ば
、
同
じ
く
民
俗
芸
能
（
獅
子
舞
）
を
指
標
と
し
て
用
い
な
が
ら
加
賀
と
能
登
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

お

け
る
民
俗
の
地
域
差
を
指
摘
し
た
長
岡
博
男
の
論
考
に
も
う
か
が
わ
れ
る
。
と
い

っ

て

も
、
長
岡
の
論
考
は
複
数
の
指
標
を
設
定
、
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
民
俗
芸
能
を

位
置
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
能
登
の
「
ゲ
ン
ゾ
詣
り
」
「
ヨ
ボ
シ
ゴ
」

の

習
俗
を
述
べ
て
、
能
登
に
在
つ
て
加
賀
に
無
い
も
の
、
獅
子
舞
の
様
式
を
述
べ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

能
登
と
加
賀
で
形
態
が
全
く
異
な
る
も
の
の
例
を
挙
げ
L
る
の
で
あ
っ
た
。

　

あ
ら
た
め
て
強
調
す
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
が
、
長
岡
の
論
考
は
民
俗
芸
能
の
地
域

差
だ

け
を

主
題
化

し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
加
賀
と
能
登
に
お
け
る
民

俗
の
地
域
差
を
指
摘
す
る
所
説
は
、
一
定
の
説
得
力
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
に
な
っ
て

い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
何
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
か
を
検
討
す
る
手

続

き
と
し
て
は
、
結
語
に
あ
た
る
以
下
の
箇
所
が
多
少
な
り
と
も
該
当
す
る
ば
か
り

で
あ
る
。

　
　
そ

れ

ら
の
習
俗
の
境
が
、
一
条
の
、
大
海
川
あ
た
り
を
限
界
と
し
て
い
る
点
を

　
　
特
に

強
調
し
た
い
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
か
の
大
海
川
を
境
と
し
て
、
加
賀
と

　
　
能
登
に

は
判
然
と
区
別
さ
る
べ
き
習
俗
を
指
摘
し
得
る
に
反
し
、
山
を
隔
て
た

　
　
能
登

と
越
中
で
は
か
な
り
相
似
た
習
俗
を
持
つ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
能
登
と

　
　
越
中
と
の
交
流
に
は
荒
山
峠
や
氷
見
越
（
万
葉
の
志
乎
路
）
、
或
は
石
動
山
越

　
　
や
論

田
越
な
ど
、
か
な
り
困
難
な
山
路
の
往
来
を
必
要
と
せ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
が
、

　
　
そ

れ
に

も
係
ら
ず
自
然
を
仲
介
と
し
た
人
文
の
交
流
に
は
山
よ
り
川
が
は
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
に
障
害
し
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
一
読
し
た
と
こ
ろ
、
民
俗
の
地
域
差
か
ら
地
域
性
を
抽
出
す
る
試
み
を
め
ざ
し
て

い
た

よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
の
だ
が
、
前
掲
し
た
千
葉
の
所
説
に
た
ち
も
ど
る
ま
で

も
な
い
、
こ
れ
で
は
い
さ
さ
か
単
純
な
環
境
決
定
論
と
し
て
批
判
さ
れ
て
も
や
む
を

得

な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
筆
者
は
そ
の
可
能
性
を
も
否

定

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
長
岡
の
所
説
は
原
理
的
に
み
た
ぽ
あ
い
、
十
分
あ
り

う
る
も
の
で
あ
る
。
批
判
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
は
、
地
域
差
を
も
た
ら
す
諸

要

因
を
検
討
す
る
手
続
き
を
省
略
し
て
、
い
き
な
り
印
象
批
評
よ
ろ
し
く
自
然
環
境

53



国立歴史民俗博物館研究報告　第52集　（1993）

を

持
ち

出
す
短
絡
な
の
で
あ
っ
た
。
地
域
差
を
も
た
ら
し
た
要
因
は
自
然
環
境
の
み

な
ら
ず
、
や
は
り
さ
ま
ざ
ま
に
想
定
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
千

葉
は
い
う
。

　
　
民
俗
の

地
方
差
の

成
立
に

は
、
さ
ま
ざ
ま
の
原
因
が
理
論
的
に
は
予
想
さ
れ
る
。

　
　
あ
る
い
は
一
方
の
住
民
の
歴
史
的
活
動
が
他
方
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
た
と

　
　

か
、
そ
の
民
俗
が
よ
っ
て
立
つ
資
源
の
存
否
と
か
、
ま
た
は
社
会
構
造
に
差
異

　
　
が

あ
る
と
か
。
ま
た
、
民
俗
を
形
成
し
た
文
化
系
統
が
異
な
る
伝
播
経
路
を
辿

　
　
っ

た
場
合
も
あ
ろ
う
し
、
地
方
的
な
行
政
指
導
の
ち
が
い
も
重
要
な
因
子
の
一

　
　

つ

と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
民
俗
の
地
方
差
は
、
簡
単
な
い
わ
ゆ
る
地

　
　
域
性
の

言
葉
で
片
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
、
地
方
差
と
地
域
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
　

と
を
同
一
視
す
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
。

　

千
葉
は
概
念
の
定
義
に
正
確
を
期
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
地
方
差
と
い
う
術
語
を

用

い
て

い

る
が
、
地
域
差
に
代
替
し
て
も
大
過
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
ず
れ

に

し
て
も
、
民
俗
芸
能
の
地
域
差
を
あ
つ
か
う
倉
田
と
長
岡
の
論
考
は
、
結
局
の
と

こ
ろ
地
域
差
か
ら
地
域
性
を
抽
出
す
る
試
み
じ
た
い
に
ま
つ
わ
る
困
難
の
一
端
を
し

め

し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
態
は
民
俗
学
に
お
け
る
地
域
性
論
の

全
域
に
通
底
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
我
田
引
水
に
な
っ
て
し

ま
う
か
も
し
れ
な
い
危
険
を
承
知
し
な
が
ら
も
、
そ
の
よ
う
な
困
難
が
民
俗
芸
能
を

指
標

と
し
て
用
い
た
試
み
を
つ
う
じ
て
顕
在
化
し
て
き
た
と
こ
ろ
に
注
意
し
て
お
き

た

い
。
と
い
う
の
も
、
民
俗
芸
能
は
そ
の
存
在
形
態
か
ら
し
て
、
民
俗
学
に
お
け
る

地
域
性
論
の

根
幹
に
か
か
わ
る
重
要
な
課
題
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る

か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
け
っ
し
て
地
域
性
論
の
方
法
的
困
難
に
の
み
還
元
さ
れ
る
べ

き
も
の
で
は
な
い
。

　
再

び
、
倉
田
の
論
考
を
受
け
な
が
ら
展
開
さ
れ
て
い
た
千
葉
の
所
説
を
み
て
い
た

だ

き
た
い
。
そ
こ
で
は
民
俗
の
地
域
差
が
地
域
性
の
作
用
と
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ

伝
播

な
ど
の
作
用
と
し
て
説
明
さ
れ
て
し
ま
う
、
少
な
く
と
も
そ
の
可
能
性
が
示
唆

さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
構
図
は
民
俗
芸
能
に
最
も

よ
く
う
か
が
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
く
わ
し
く
は
後
述
し
た
い
が
、
民
俗
芸
能
の

地
域
差
は

多
く
の
ば
あ
い
、
伝
播
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
結
果
と
し
て
十
全
に
説

明
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
民
俗
芸
能
は
ど
う
や
ら
地
域
性
論
に
あ
ま
り
ふ
さ
わ

し
く
な
い
、
つ
ま
り
地
域
性
に
規
定
さ
れ
に
く
い
対
象
で
あ
る
ら
し
い
。
か
く
し
て
、

以

下
の

論
述
は
民
俗
芸
能
の
地
域
差
を
も
た
ら
す
伝
播
を
主
題
化
す
る
た
め
に
費
や

さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

三
　
民
俗
芸
能
の
分
布
と
伝
播

　
地
域
差
を

も
た
ら
す
諸
要
因
の
う
ち
、
伝
播
は
地
域
性
の
よ
う
な
「
地
域
」
に
内

在
す

る
と
さ
れ
る
要
因
で
は
な
く
、
む
し
ろ
外
在
す
る
要
因
に
相
当
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
地
域
性
が
「
地
域
」
じ
た
い
に
内
在
す
る
要
因
に
よ
っ
て
地
域
差
を
説
明

す

る
原
理
だ
と
し
た
ら
、
伝
播
は
地
域
の
外
部
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
要
因
に
よ
っ
て

地
域
差
を

説
明
す
る
原
理
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
老
は
本
来
な
ら
ぽ
相
い

れ

な
い
は
ず
で
あ
り
、
ど
ち
ら
も
対
象
の
持
つ
性
格
に
そ
く
し
な
が
ら
十
分
に
検
討

さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
伝
播
は
民
俗
学
の
領
域
で
き
わ
め
て
早
く
か
ら
主
題
化
さ
れ
て
い
た
。
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と
い
う
よ
り
も
、
民
俗
学
は
そ
も
そ
も
伝
播
を
前
提
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
方

法
を

組
織
し
て
き
た
よ
う
に
す
ら
思
わ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
重
出
立
証
法
お
よ
び
周
圏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

論
で
あ
る
。
両
者
に
つ
い
て
は
関
連
す
る
論
考
も
数
多
く
発
表
さ
れ
て
い
る
の
で
、

こ
こ
で
は
く
わ
し
く
た
ち
い
ら
な
い
が
、
本
稿
の
脈
絡
に
沿
っ
て
ま
と
め
る
な
ら
ば
、

大
略
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

　
重

出
立
証
法
は
民
俗
事
象
の
諸
形
態
を
比
較
し
て
、
そ
の
変
遷
も
し
く
は
歴
史
を

解

明
し
よ
う
と
す
る
方
法
で
あ
る
。
こ
の
ば
あ
い
地
域
差
は
時
代
差
と
し
て
理
解
さ

れ
て

い

る
が
、
新
旧
を
判
断
す
る
基
準
が
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
話
に
な
ら
な
い
。
か

く
し
て
、
周
圏
論
が
絶
大
な
効
用
を
発
揮
す
る
わ
け
で
あ
る
。
周
圏
論
は
柳
田
国
男

　
　
　
（
2
0
）

の

「
蝸
牛
考
」
で
主
張
さ
れ
た
方
言
周
圏
論
に
は
じ
ま
り
、
の
ち
民
俗
周
圏
論
（
文

化
周

圏

論
）
と
し
て
拡
大
さ
れ
た
。
方
言
周
圏
論
は
周
知
の
よ
う
に
、
方
言
が
近
畿

地
方
を

中
心
に
し
て
同
心
円
を
描
き
な
が
ら
分
布
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
外
側
に

よ
り
古
い
も
の
が
伝
播
し
て
分
布
し
て
い
る
と
し
た
仮
説
で
あ
る
。

　
柳
田
は
対
象
を
方
言
に
限
定
し
て
い
た
が
、
い
っ
ぽ
う
で
は
民
俗
事
象
一
般
を
も

同
じ
論
調
で
説
明
し
て
い
る
か
ら
、
ど
う
や
ら
み
ず
か
ら
も
民
俗
周
圏
論
の
効
用
を

認
め
て

い

た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
民
俗
周
圏
論
は
や
は
り
周
知
の
よ
う
に
、
民
俗
事

象
が
文
化
の
中
心
か
ら
同
心
円
を
描
き
な
が
ら
分
布
す
る
ば
あ
い
、
そ
の
外
側
に
よ

り
古
い
も
の
が
伝
播
し
て
分
布
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
以

上
、
い
さ
さ
か
煩
項
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
周
圏
論
は
地
域
差
を
時
代
差
に

置
換
す

る
た
め
に
用
意
さ
れ
た
仮
説
で
あ
り
、
け
っ
し
て
地
域
性
に
収
敏
さ
れ
る
べ

き
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
地
域
性
論
は
こ
う
し
た
仮
説
を
批
判
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生

み

出
さ
れ
た
異
質
な
原
理
な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
こ
こ
で
も
千
葉
の
核
心
を
つ

い

た

所
説
が
参
照

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

い

ま
、
地
方
差
を
も
つ
あ
る
種
の
民
俗
事
象
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
と
し
て
、
そ

　
　

れ

ら
を
こ
の
民
俗
の
発
達
段
階
の
諸
相
と
み
な
し
、
こ
れ
ら
の
対
比
に
よ
っ
て

　
　

こ
の
民
間
伝
承
の
時
間
的
な
変
遷
順
序
を
求
め
よ
う
と
す
る
方
法
が
、
多
く
の

　
　
民
俗
学
者
に

よ
っ
て
試
み
ら
れ
成
果
を
あ
げ
て
い
ま
す
。
こ
の
方
法
で
は
、
地

　
　
方
差
は
そ
の
土
地
ご
と
の
構
造
的
な
差
異
、
つ
ま
り
地
域
性
に
よ
る
も
の
と
は

　
　
み

な
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
土
地
に
よ
る
差
異
を
地

　
　
域
性

と
認
め
よ
う
と
す
る
立
場
と
、
こ
れ
ま
で
民
俗
学
者
が
行
な
っ
て
き
た
時

　
　
代
差
を
地
方
差
に
投
影
し
て
、
時
間
順
序
を
復
原
し
よ
う
と
す
る
試
み
と
は
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
　
法
的
に
衝
突
す

る
わ
け
で
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
両
者
を
折
衷
す
る
試
み
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
小
野
重
朗
は

南
九
州
の
民
俗
事
象
を
対
象
に
し
な
が
ら
独
自
の
民
俗
周
圏
論
を
展
開
、
し
か
も
地

域
性
論
を

包

含
す
る
所
説
を
提
示
し
て
い
る
。
い
さ
さ
か
迂
回
し
て
し
ま
う
が
、
ま

ず
は

小
野
に
よ
っ
て
抽
出
さ
れ
た
二
種
類
の
周
圏
、
単
層
同
心
圏
構
造
と
重
層
同
心

圏
構
造
の
概
略
を
み
て
お
き
た
い
。
小
野
は
い
う
。

　
　
共
に

同
心
圏
の
中
心
が
そ
の
民
俗
文
化
の
中
心
地
で
、
こ
こ
か
ら
周
辺
に
民
俗

　
　
が
伝
播
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
構
造
が
作
ら
れ
た
点
は
共
通
し
て
い
る
。
し

　
　
か

し
こ
の
文
化
の
中
心
は
前
老
の
場
合
は
新
し
い
文
化
を
創
造
す
る
強
力
な
エ

　
　

ネ
ル
ギ
ー
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
新
し
い
文
化
が
古
い
文
化
を
変
え
な
が
ら
伝

　
　
播
す

る
の
に
対
し
て
、
後
老
の
場
合
は
文
化
の
中
心
を
保
持
す
る
だ
け
の
エ
ネ

　
　
ル
ギ
ー
し
か
な
く
、
周
辺
に
は
本
質
的
な
も
の
を
失
な
い
な
が
ら
形
骸
的
な
も

　
　
の

に

な
り
な
が
ら
伝
播
し
て
ゆ
く
。
前
者
は
外
圏
に
ょ
り
古
い
形
、
内
圏
に
新
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し
い
形
と
い
う
配
列
を
し
て
お
り
、
後
者
は
外
圏
に
こ
わ
れ
た
形
、
内
圏
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
　
り
完
全
な
形
と
い
う
配
列
を
し
て
い
る
。

　
小
野
の
所
説
に
し
た
が
う
な
ら
ば
、
　
一
般
に
い
う
周
圏
論
は
単
層
同
心
圏
構
造
、

つ
ま
り
民
俗
が
発
展
す
る
過
程
で
形
成
さ
れ
た
周
圏
に
該
当
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

南
九

州
で
は
単
層
同
心
圏
構
造
を
し
め
す
事
例
は
少
数
で
あ
る
。
む
し
ろ
後
者
の
重

層
同
心
圏
構
造
、
つ
ま
り
民
俗
が
消
失
す
る
過
程
で
形
成
さ
れ
た
周
圏
が
多
く
み
ら

れ

る
ら
し
い
。
そ
の
当
否
は
措
く
と
し
て
も
、
小
野
は
別
の
論
考
で
民
俗
周
圏
論
か

ら
地
域
性
を
抽
出
す
る
方
法
の
可
能
性
を
し
め
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
あ
る
地

域
に
民

俗
の
周
圏
構
造
が
見
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
周
圏
の
内
側
の
民
俗
は
そ
の
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

域
に
発
生

し
た
独
自
の
文
化
で
あ
」
り
、
「
地
域
性
に
応
じ
て
創
造
さ
れ
た
」
独
自
の

文
化
で

あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
小
野
は
明
言
し
て
い
な
い
が
、
こ
う
し
た
所
説
は

二
種
類
の

周
圏
に
共
通
し
て
あ
て
は
ま
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
も
、
小
野
は
同
じ
論
考
で
「
相
当
に
広
い
、
　
一
つ
の
民
俗
分
布
圏
の
中
で
、

地
域
に

よ
り
機
能
や
性
格
な
ど
に
顕
著
な
変
異
が
み
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
変
異

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

に
は
そ

の

地
域
性
が
現
わ
れ
て

い

る
可
能
性
が
あ
る
」
と
も
「
あ
る
地
域
に
限
っ
て

存
在

し
て
い
る
、
ま
た
は
欠
如
し
て
い
る
民
俗
を
、
民
俗
地
図
を
描
く
こ
と
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

て
、
幾
つ
か
み
つ
け
だ
し
、
そ
れ
ら
を
総
合
的
に
考
え
て
地
域
性
を
求
め
る
」
と
も

述
べ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
地
域
差
が
地
域
性
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

る
可
能
性
じ
た
い
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
千
葉
も

指
摘

し
て
い
る
よ
う
に
、
地
域
差
か
ら
地
域
性
を
抽
出
す
る
さ
い
に
前
提
し
な
け
れ

ぽ

な
ら
な
い
諸
条
件
を
等
閑
視
し
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
の
は
、
は
た
し
て
い
か
が

な
も
の
で
あ
ろ
義
・

　
小
野
は
地
域
性
を

民
俗
周
圏
論
の

み
な

ら
ず
、
民
俗
地
図
か
ら
浮
か
び
あ
が
る
民

俗
分
布
圏
か
ら
も
抽
出
し
う
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

け
で
は
通
俗
的
な
地
域
性
論
の
範
囲
を
出
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
小
野
の
所

説
は
独
自
の
民
俗
周
圏
論
か
ら
し
て
も
、
や
は
り
民
俗
分
布
圏
を
描
き
な
が
ら
民
俗

事
象
の
諸
形
態
を
比
較
し
て
、
そ
の
変
遷
も
し
く
は
歴
史
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
方

法

と
し
て
定
位
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

　
そ

ろ
そ
ろ
話
題
を
民
俗
芸
能
に
も
ど
さ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
民
俗
周
圏
論
を
民

俗
芸
能
に
適
用
し
た
論
考
は
、
筆
老
の
み
た
と
こ
ろ
存
在
し
な
い
。
お
そ
ら
く
典
型

的

な
周
圏
を
描
き
出
し
て
く
れ
る
民
俗
芸
能
が
み
つ
か
ら
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
が
、
民
俗
地
図
に
し
め
さ
れ
た
地
域
差
を
時
代
差
に
置
換
し
て
民
俗
芸
能
が
変
遷

し
て
い
っ
た
過
程
を
解
読
す
る
論
考
な
ら
ぽ
、
け
っ
し
て
少
な
く
な
い
。
小
野
が
比

較
的
初
期
に
発
表
し
た
論
考
「
太
鼓
踊
小
論
」
は
、
そ
の
代
表
的
な
成
果
で
は
な
い

　
　
（
2
9
）

だ

ろ

う
か
。
民
俗
地
図
を
用
い
な
が
ら
地
域
差
を
操
作
す
る
過
程
は
省
略
し
て
、
少

し
ば
か
り
長
く
な
っ
て
し
ま
う
が
、
結
論
だ
け
引
用
し
て
お
き
た
い
。

　
　1
古
く
、
薩
摩
、
大
隅
に
広
く
水
神
祭
が
行
わ
れ
て
、
そ
の
時
に
鉦
、
太
鼓

　
　

を
用
い
る
踊
が
行
わ
れ
た
。
水
神
祭
は
旧
五
月
の
田
植
前
後
に
水
神
を
迎
え
る

　
　
願
立
て

と
、
旧
八
月
の
頃
に
仕
事
を
終
え
た
水
神
を
送
る
願
ほ
ど
き
と
二
度
そ

　
　
れ
以
外
に

も
、
雨
乞
や
虫
害
除
け
に
も
水
神
祭
が
行
わ
れ
、
そ
の
度
に
太
鼓
踊

　
　
が
行

わ
れ

た
。
こ
の
頃
の
太
鼓
踊
は
水
神
の
踊
で
、
水
神
に
代
つ
て
部
落
の
子

　
　

供
、
青
年
が
神
と
し
て
踊
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
囲
ん
で
部
落
の
人
々
も
踊

　
　

る
も
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
古
い
形
が
、
大
隅
の
肝
属
平
野
の
水
神
祭
を
代
表
と

　
　

し
て
、
そ
の
他
に
も
点
々
と
残
つ
て
い
る
。
／
1
さ
て
、
そ
の
後
、
薩
摩
の
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川
内
川
の
流
域
地
方
で
、
部
落
の
開
拓
先
祖
、
そ
の
他
の
偉
大
な
祖
霊
的
な
も

　
　

の
を

旧
七
月
に
祀
り
、
そ
の
時
に
太
鼓
踊
が
踊
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
。
水
神

　
　

と
祖
霊
と
の
関
係
は
、
水
神
ー
稲
作
の
神
－
虫
害
除
け
の
神
－
虫
害
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
　

お

こ
さ
せ
る
御
霊
ー
祖
霊
と
い
た
経
路
を
も
つ
て
関
連
し
た
も
の
か
と
思
わ

　
　

れ

る
。
祖
霊
祭
が
旧
の
七
月
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
水
神
祭
の
五
月
と
八
月
と

　
　

の

中
間
と
い
う
意
味
を
も
つ
た
も
の
で
あ
ろ
う
（
盆
に
も
そ
う
い
う
意
味
が
あ

　
　

る
の
か
も
知
れ
な
い
）
。
こ
の
祖
霊
祭
型
の
太
鼓
踊
は
圏
を
ひ
ろ
げ
て
ゆ
き
な

　
　
が

ら
、
や
が
て
祖
霊
祭
か
ら
南
方
神
社
へ
の
奉
納
と
い
う
こ
と
に
振
り
変
つ
て

　
　
行
つ
た
。
虫
害
を
統
御
す
る
御
霊
的
な
祖
霊
か
ら
、
虫
を
除
け
る
威
力
あ
る
武

　
　
神
南
方
神
社
に
信
仰
の
移
る
事
情
が
あ
つ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し

　
　
て

南
方
神
社
に
踊
る
太
鼓
踊
の
広
い
圏
が
現
在
あ
る
が
、
そ
の
中
央
部
に
は
今

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
〔
o
）

　
　
も
祖
霊
祭
型
の
圏
が
は
つ
き
り
残
つ
て
い
る
。

　
筆
者
は
残
念
な
が
ら
、
か
く
し
て
民
間
信
仰
に
収
敷
さ
れ
る
結
論
の
当
否
を
判
断

す

る
能
力
を
持
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
の
関
心
か
ら
い
っ
て
、
地
域

差
を

時
代
差

に
置
換

し
て
太
鼓
踊
が
変
遷
し
て
い
っ
た
過
程
を
解
読
す
る
小
野
の
所

説
が

ど
う
や
ら
限
定
さ
れ
た
「
地
域
」
に
お
け
る
自
然
的
な
伝
播
を
前
提
し
て
い
る

ら
し
い
消
息
は
、
い
さ
さ
か
気
に
か
か
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
情
は
独
自

の

民
俗

周
圏
論
に
も
あ
て
は
ま
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
小
野
は
別
の
論
考
で
伝
播
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

形
式

と
し
て
、
本
質
伝
播
と
形
骸
伝
播
の
二
種
類
を
抽
出
し
て
い
る
。
前
者
は
単
層

同
心
圏
構
造
、
後
者
は
重
層
同
心
圏
構
造
に
対
応
し
て
い
る
が
、
ど
ち
ら
に
し
て
も

限
定

さ
れ
た
「
地
域
」
に
お
け
る
自
然
的
な
伝
播
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

こ
う
し
た
傾
向
は
民
俗
学
の
み
な
ら
ず
、
民
俗
芸
能
研
究
の
領
域
で
も
し
ぽ
し
ば

う
か
が
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
民
俗
芸
能
の
伝
播
は
ま
ず
も
っ
て

自
然
的
な
伝
播
と
し
て
理
解
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

の

典
型

を
し
め
す
論
考
に
し
て
も
け
っ
し
て
少
な
く
な
い
が
、
こ
こ
で
は
代
表
的
な

論
考

と
し
て
小
島
美
子
・
小
柴
は
る
み
・
半
谷
宣
子
の
「
利
根
川
流
域
の
三
匹
シ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

舞
の
音
楽
的
系
譜
ー
楽
器
の
分
布
を
中
心
に
ー
」
、
な
ら
び
に
三
隅
治
雄
の
「
小

地
域
に
お
け

る
民
俗
芸
能
の
伝
播
と
分
布
ー
長
野
県
飯
田
地
方
の
練
り
獅
子
を
中

　
　
　
（
3
3
）

心
にl
」
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

　
小

島
ほ
か
の
論
考
は
利
根
川
流
域
に
分
布
す
る
多
数
の
三
匹
獅
子
舞
を
音
楽
学
の

立
場
か

ら
調
査
研
究
、
「
こ
の
シ
シ
舞
の
本
来
の
姿
を
変
え
た
り
、
こ
わ
し
た
り
し

て

ゆ
く
モ
メ
ン
ト
を
考
え
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
の
中
で
変
化
し
易
い
要
素
と
変
化
し

に

く
い
要
素
を
区
別
し
、
そ
こ
か
ら
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
形
を
探
り
だ
し
て
、
全
体
の
系

　
　
　
　
　
（
3
4
）

譜
を
求
め
よ
う
と
」
し
た
も
の
。
伝
播
を
主
題
化
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
太

鼓
・
笛
・
サ
サ
ラ
の
分
布
状
況
か
ら
利
根
川
流
域
に
お
け
る
地
域
差
を
指
摘
し
て
い

る
。
地
域
差
を
も
た
ら
し
た
要
因
は
く
わ
し
く
検
討
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
そ
の

文
意
か

ら
判
断
し
て
、
三
匹
獅
子
舞
が
そ
も
そ
も
利
根
川
流
域
と
い
う
限
定
さ
れ
た

「
地
域
」
で
自
然
的
に
伝
播
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
を
想
定
し
て
い
る
ら
し
い
。

小
島
は
い
う
。

　
　

ま
ず
ひ
じ
ょ
う
に
重
要
な
問
題
は
、
こ
の
三
匹
シ
シ
舞
と
い
う
芸
能
は
、
ど
こ

　
　
か
他
の
土
地
で
完
成
さ
れ
た
も
の
が
こ
の
地
に
伝
わ
っ
て
き
た
の
で
は
な
く
、

　
　
む

し
ろ
関
東
地
方
、
つ
ま
り
広
い
意
味
の
こ
の
流
域
周
辺
で
現
在
の
形
に
完
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

　
　
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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三
匹
獅
子
舞
の
形
式
を
利
根
川
流
域
で
形
成
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
所
説
は
、
芸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

能
史
研
究
と
民
俗
芸
能
研
究
を
統
合
す
る
視
座
を
持
っ
た
山
路
興
造
の
論
考
に
よ
っ

て
、
今
日
も
は
や
修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
し
ま
っ
た
感
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ

れ
で

も
依
然
と
し
て
評
価
し
う
る
余
地
を
十
分
に
残
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ

の

た
め

に

は
い

う
ま
で
も
な
く
、
こ
う
し
た
所
説
を
ま
っ
た
く
異
な
る
脈
絡
に
置
換

す

る
試
み
が
も
と
め
ら
れ
よ
う
が
、
煩
項
に
な
っ
て
し
ま
い
そ
う
な
の
で
、
山
路
の

所
説
を
紹
介
す

る
箇
所
で
あ
ら
た
め
て
論
述
し
た
い
。

　
い

っ

ぽ

う
、
三
隅
の
論
考
は
長
野
県
飯
田
地
方
に
数
多
く
伝
承
さ
れ
て
い
る
練
り

獅
子
を

対
象
に
し
な
が
ら
、
練
り
獅
子
が
自
然
的
に
伝
播
し
て
い
っ
た
消
息
を
具
体

的
に
跡
づ
け
て
い
る
。
限
定
さ
れ
た
「
地
域
」
に
お
け
る
民
俗
芸
能
の
伝
播
を
本
格

的
に
主
題
化

し
た
も
の
と
し
て
、
高
く
評
価
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ

る
。
三
隅
は
練
り
獅
子
が
し
め
す
伝
播
の
諸
相
を
く
わ
し
く
検
討
し
て
、
以
下
の

よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。

　
①

練

り
獅
子
の
大
き
な
源
流
は
高
森
町
大
島
山
瑠
璃
寺
の
舞
楽
系
の
獅
子
舞
で

　
　
　
あ
る
。

　

②
明
治
十
年
、
大
島
山
の
も
の
が
高
森
山
牛
牧
へ
伝
播
（
大
島
山
伝
承
者
福
田

　
　
　
伊
作

な
ど
が
伝
授
。
た
だ
し
燐
子
の
手
を
変
え
て
教
え
る
）
。

　
③

明
治
二
十
年
こ
ろ
、
大
島
山
の
も
の
が
飯
田
市
上
殿
岡
へ
移
る
（
福
田
伊
作

　
　
　
が

上
殿
岡
の
後
藤
家
へ
養
子
に
い
っ
た
た
め
）
。
以
後
、
上
殿
岡
を
基
点
に
、

　
　
　
飯

田
市
下
殿
岡
・
北
方
・
羽
場
・
鼎
町
一
色
な
ど
に
伝
播
（
伊
作
が
教
え

　
　
　
る
）
。

　

④
大
正
九
年
、
牛
牧
の
も
の
が
飯
田
市
東
野
へ
（
飯
田
大
宮
諏
訪
神
社
の
お
練

　
三
隅
は

こ
う
し
た
伝
播
の
諸
相
に
導
か
れ
つ
つ
、

は
、の

場
合
、

治
の
初
年
で
、

後
半
に
な

っ

て

の

こ
と
だ
と
い
う
点
で
あ
る
」

で

も
い
う
べ
き
様
相
を
呈
し
て
い
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。

の

結
論
に
到
達
し
て
い
る
。

　
　
民
俗
芸
能
は
、
信
仰
を
第
一
の
依
り
ど
こ
ろ
に
伝
承
さ
れ
る
と
い
う
が
、

　
　

し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
芸
能
が
生
活
の
中
に
く
い
入
る
一
過
程
で
あ
っ
て
、

　
　
り
祭
り
へ
の
参
加
。
お
練
り
の
華
麗
を
き
そ
う
た
め
に
、
練
り
獅
子
の
形
を

　
　
ま
な
ぶ
と
こ
ろ
、
他
に
も
あ
り
）
。

⑤
年
月
不
詳
（
江
戸
末
期
か
）
大
島
山
の
も
の
が
高
森
町
下
市
田
へ
（
宇
天
王

　
　
が
松

王
・
梅
王
・
桜
丸
に
変
わ
る
。
王
の
連
想
か
）
。
さ
ら
に
下
市
田
か
ら

　
　
座
光
寺
へ
（
松
王
・
梅
王
・
桜
丸
は
同
じ
。
下
市
田
・
座
光
寺
共
、
地
狂
言

　
　
が
さ
か
ん
）
。

⑥
　
年
月
不
詳
（
江
戸
末
期
か
）
大
島
山
の
影
響
が
高
森
町
駒
場
へ
及
ぶ
。
駒
場

　
　
に
は
大
神
楽
の
影
響
も
あ
り
、
オ
カ
メ
・
ヒ
ョ
ッ
ト
コ
が
活
躍
。
駒
場
の
も

　
　
の

が
、
高
森
町
新
田
・
松
川
町
大
島
名
古
・
上
大
島
・
上
新
井
・
豊
丘
村
河

　
　
野
・
鼎
町
中
平
な
ど
へ
伝
播
。

⑦

喬
木
村
阿

島
に
別
系
の
練
り
獅
子
。
大
神
楽
の
要
素
が
強
く
、
伝
承
過
程
で

　
　
練
り
獅
子
と
な
る
。
喬
木
村
大
和
知
・
小
川
・
伊
久
間
・
下
氏
乗
・
富
田
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

　
　
飯

田
市
駄
科
南
平
・
竜
江
一
区
な
ど
へ
も
伝
播
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
い
ま
一
っ
意
外
に
思
っ
た
の

　
わ
れ
わ
れ
が

み
て

比
較
的
古

い
伝
承
を

も
つ
と
思
わ
れ
る
獅
子
舞
が
、
下
伊
那

　
　
　
伝
播
の
波
紋
の
ま
き
お
こ
っ
た
の
が
、
近
々
百
年
に
な
る
か
な
ら
ず
の
明

　
　
　
　
　
そ

の

波
紋
が

ひ

ろ
が
り
、
そ
し
て
落
ち
つ
い
た
の
が
、
大
正
も
も
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
い
う
。
し
か
も
、
そ
れ
は
流
行
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

く
し
て
、
三
隅
は
つ
ぎ究し

極か
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民俗芸能研究における「地域」

　
　

に

は
、
芸
能
を
芸
能
と
し
て
享
受
す
る
美
の
情
熱
が
芸
能
の
生
気
あ
る
展
開
を

　
　

可
能
に
す
る
。
飯
田
周
辺
の
獅
子
が
、
か
つ
て
活
況
を
呈
し
た
の
も
そ
の
た
め

　
　

で

あ
り
、
そ
し
て
い
ま
、
芸
能
の
消
滅
が
う
わ
さ
さ
れ
て
い
る
の
も
、
そ
の
情

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

　
　

熱
の
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
が
最
大
の
原
因
で
あ
る
。

　

民
俗
芸
能
に
ま
つ
わ
る
今
日
的
課
題
は
措
く
と
し
て
も
、
民
俗
芸
能
の
伝
播
を
民

俗
芸
能
に
対
す
る
熱
情
に
よ
っ
て
う
な
が
さ
れ
た
も
の
と
し
て
説
明
す
る
三
隅
の
所

説
に

は
、
民
俗
芸
能
の
持
つ
特
異
な
性
格
の
一
端
が
し
め
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た

視
座
は
本

稿
の
関
心
に
と
っ
て
も
き
わ
め
て
有
益
で
あ
り
、
く
わ
し
く
後
述
し
な
け

れ
ぽ
な

ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
自
然
的
な
伝
播
の
諸
相
が
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に

の

み
注
音
心
し
て
お
け
ば
い
い
。

　

じ
っ
さ
い
、
民
俗
芸
能
に
二
、
三
の
事
例
し
か
伝
承
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
比
較

的
少
な
く
、
限
定
さ
れ
た
「
地
域
」
に
集
中
し
て
分
布
し
て
い
る
も
の
が
き
わ
め
て

（4
0
）

多
い
。
し
た
が
っ
て
、
民
俗
芸
能
は
い
か
に
も
限
定
さ
れ
た
「
地
域
」
で
自
然
的
に

伝
播

し
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
紹
介
す
る
三
隅
治
雄
の
所
説

は
、
そ
の
よ
う
な
印
象
を
端
的
に
表
現
し
た
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。

　
　

ま
ず
1
仮
に
、
私
な
り
あ
な
た
な
り
が
、
あ
る
地
方
の
、
あ
る
村
の
神
楽
を

　
　
見
た

と
す
る
。
初
め
て
の
経
験
だ
か
ら
す
べ
て
珍
し
く
、
感
激
す
る
。
つ
ぎ
に

　
　
隣

り
の
村
へ
い
く
。
こ
こ
に
も
神
楽
が
あ
り
、
な
か
な
か
お
も
し
ろ
い
。
が
、

　
　
何
か

し
ら
前
の
も
の
に
形
が
似
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
そ
こ
で
ま
た
隣
り

　
　

へ
い

く
。
こ
れ
も
似
て
い
た
。
ま
た
つ
ぎ
へ
…
…
こ
う
し
て
い
く
つ
か
見
て
い

　
　
く
う
ち
に
、
ど
の
神
楽
も
、
表
面
的
に
は
“
村
特
有
”
を
主
張
す
る
が
、
基
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

　
　
的

な
形
は
み
な
共
通
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。

　

民
俗
芸
能
を
指
標
と
し
て
用
い
た
地
域
性
論
の
発
想
に
し
て
も
、
も
し
か
し
た
ら

こ
う
し
た
印
象
に
う
な
が
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
時

に
自
然
的
な
伝
播
を
想
定
せ
し
め
た
と
し
て
も
、
け
っ
し
て
不
思
議
で
は
な
か
っ
た
。

そ

れ
は

三
隅
の

実
証
的
な
試
み
に
も
よ
く
し
め
さ
れ
る
よ
う
に
、
け
っ
し
て
ま
ち
が

っ

て

い

る
わ
け
で
は
な
い
。
じ
じ
つ
自
然
的
な
伝
播
に
よ
っ
て
あ
ら
し
め
ら
れ
て
い

る
事
例
は
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
民
俗
芸
能
の
諸
相

を
そ
の
よ
う
な
伝
播
に
よ
っ
て
の
み
説
明
し
て
し
ま
う
の
は
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ

う
か
。

　
た

と
え
ぽ
、
三
隅
の
あ
る
論
考
に
「
日
本
の
文
化
は
昔
か
ら
き
わ
め
て
融
通
無
碍

に
全

国
各
地
を
流
通
し
、
芸
能
に
限
っ
て
い
っ
て
も
、
よ
そ
の
土
地
の
も
の
が
こ
ち

ら
に
流
れ
、
こ
ち
ら
の
も
の
が
ひ
ろ
く
各
地
に
伝
播
さ
れ
る
例
は
数
多
く
、
そ
し
て
、

あ
る
土
地
で
生
れ
た
芸
能
が
一
生
そ
の
土
地
だ
け
で
終
わ
る
と
い
う
例
は
ま
っ
た
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

な
い
と
い
っ
て
よ
か
っ
た
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
民
俗
芸
能
を
指
標
と

し
て
用
い
る
地
域
性
論
の
不
可
能
性
が
は
か
ら
ず
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
が
、
に
も
か

か
わ

ら
ず
ど
こ
か
し
ら
誤
謬
の
存
在
を
感
じ
さ
せ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
典
型
を
し
め

す
類
例
と
し
て
、
西
角
井
正
大
の
所
説
を
参
照
し
て
お
き
た
い
。
西
角
井
は
民
俗
芸

能
の
分
布
圏
に
対
す
る
関
心
を
強
調
し
な
が
ら
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
民
俗
芸
能

は
、
芸
能
が
歴
史
の
な
か
で
運
命
的
な
生
存
を
し
い
ら
れ
て
い
る
以

　
　
上
に

主
体
的
に
行
為
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
存
在
で
す
か
ら
た
い
へ
ん
に
植
物

　
　
的

な
存
在
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
実
際
に
植
物
的
な
伝
播
の
仕
方
を
し
て
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

　
　
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
。

　
そ
し
て
、
植
物
的
な
伝
播
の
可
能
性
と
し
て
具
体
的
な
事
例
を
あ
げ
な
が
ら
、
ω
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「
風
媒
的

な
も
の
で
種
子
が
風
に
乗
っ
て
運
ば
れ
る
よ
う
に
比
較
的
広
範
囲
に
拡
が

っ

て

い

る
も
の
」
、
②
「
鳳
仙
花
の
よ
う
に
実
が
爆
け
て
種
子
を
飛
ぽ
す
も
の
で
比

較
的
に
分
布
の
狭
い
も
の
」
、
③
「
鳥
媒
の
よ
う
に
思
わ
ぬ
と
こ
ろ
に
糞
と
と
も
に

種
子
を
落

と
し
て
い
る
」
も
の
、
④
「
移
植
型
・
接
木
型
と
で
も
い
っ
た
ら
よ
い
」

も
の
、
㈲
「
地
下
茎
的
伝
播
と
で
も
い
っ
た
ら
よ
い
」
も
の
、
の
つ
こ
う
五
種
を
列

記

し
て
い
る
。
植
物
の
比
喩
が
適
切
か
ど
う
か
は
し
ぼ
ら
く
措
く
と
し
て
も
、
民
俗

芸
能
が

こ
う
し
た
植
物
的
伝
播
を
前
提
し
な
が
ら
独
自
の
文
化
圏
を
形
成
し
て
い
る

と
い
う
所
説
は
、
一
般
論
と
し
て
み
た
ば
あ
い
看
過
し
が
た
い
問
題
を
は
ら
む
も
の

　
（
4
4
）

で
あ
る
。

　
西
角
井
が
植
物
の
比
喩
を
持
ち
出
し
た
の
は
、
民
俗
芸
能
を
一
般
に
自
然
的
な
伝

播
に

よ
っ
て
あ
ら
し
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
と
い
っ
て
も
、
西
日
本
の
太
鼓
踊
り
や
東
日
本
の
風
流
獅
子
舞
に
代
表
さ
れ
る

ω
、
関
東
地
方
の
万
作
踊
り
や
万
作
芝
居
に
代
表
さ
れ
る
と
い
う
②
は
、
い
ず
れ
も

前
掲

し
た
諸
論
考
に
よ
っ
て
い
さ
さ
か
な
り
と
も
実
証
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
共

感

し
う
る
余
地
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
種
子
に
よ
ら
な
い
伝

（4
5
）

播
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
⑧
と
ω
に
あ
げ
ら
れ
た
地
舞
楽
や
地
延
年
は
、
植
物
の
比
喩

に

よ
っ
て
十
全
に
説
明
し
う
る
も
の
と
も
思
わ
れ
な
い
。
西
角
井
み
ず
か
ら
も
「
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

方
の
主
要
な
寺
社
に
中
央
か
ら
伝
わ
っ
た
の
で
す
」
と
い
い
な
が
ら
、
国
家
権
力
の

所
在
を

感

じ
さ
せ
る
か
く
も
組
織
的
な
伝
播
を
植
物
の
比
喩
に
溶
解
さ
せ
て
し
ま
う

所
説

は
、
や
は
り
批
判
的
に
検
討
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

　

そ

れ

よ
り
も
、
民
俗
芸
能
の
分
布
と
伝
播
を
原
理
的
に
主
題
化
し
た
試
み
と
し
て

最
も
高
く
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
植
木
行
宣
の
論
考
「
民
俗
芸
能
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

布
試
論ー
丹
後
に
お
け
る
風
流
踊
を
め
ぐ
っ
て
l
L
で
あ
る
。
植
木
は
こ
の
論

考
で
、
民
俗
芸
能
を
「
時
々
に
展
開
し
た
具
体
的
な
芸
能
を
民
俗
と
い
う
同
一
空
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

に
折

り
た
た
ん
で
現
在
に
伝
え
残
す
」
も
の
と
し
て
定
位
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

民
俗
芸
能
は

あ
く
ま
で
も
歴
史
的
所
産
な
の
で
あ
り
、
「
そ
う
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ

れ
は

歴
史
的
変
遷
を
ま
ぬ
が
れ
え
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
変
遷
に
は
、
大
ざ
っ
ぱ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

い

っ

て

芸
能
の

史
的
展
開
が
そ
の
ま
ま
に
投
影
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
」
と
み
る
の
で

あ
る
。

　
か

く
し
て
、
民
俗
芸
能
を
芸
能
史
の
脈
絡
に
位
置
づ
け
る
、
い
わ
ば
「
民
俗
芸
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

の

時
代
性
を
追
求
し
相
対
的
年
代
を
明
ら
か
に
す
る
編
年
的
考
察
」
が
も
と
め
ら
れ

る
。
植
木
は
そ
の
た
め
に
、
や
は
り
民
俗
芸
能
が
し
ば
し
ば
限
定
さ
れ
た
「
地
域
」

に
集
中
し
て
分
布
し
て
い
る
消
息
に
注
目
し
な
が
ら
も
、
一
転
こ
う
述
べ
る
。

　
　

そ
こ
で
は
ま
ず
面
と
し
て
そ
れ
を
把
握
し
、
面
を
資
料
化
す
る
作
業
が
必
要
で

　
　
あ
る
。
そ
の
作
業
は
第
一
に
分
布
の
情
況
に
応
じ
て
地
域
的
ま
と
ま
り
、
圏
域

　
　
を

措
定

し
、
第
二
に
圏
域
ご
と
の
タ
イ
プ
を
抽
出
し
（
典
型
化
）
、
そ
の
う
え

　
　

で
、
第
三
に
他
タ
イ
プ
と
の
比
較
検
討
を
行
う
と
い
う
、
段
階
的
検
討
を
要
請

　
　

す

る
と
さ
れ
よ
う
。
と
と
も
に
ま
た
そ
こ
で
、
個
々
に
お
け
る
差
異
を
み
る
視

　
　
角
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
差
異
こ
そ
、
そ
の
圏
域
が
伝
来
の
タ
イ
プ
の

　
　

ど
の
部
分
を
選
択
し
何
を
捨
て
た
（
加
え
た
）
か
を
語
る
も
の
で
あ
り
、
一
方

　
　

で

は

ま
た
芸
能
文
化
の
時
代
的
層
位
を
反
映
す
る
も
の
と
し
て
多
く
の
示
唆
を

　
　

含
む
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
端
に
芸
能
史
に
民
俗
芸
能
を
位
置
づ
け
て
ゆ
く
に
と

　
　

ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
を
地
域
文
化
と
し
て
お
さ
え
直
す
視
角
を
も
与
え
て
く
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

　
　

は
ず
で

あ
る
。
分
布
を
論
じ
る
意
味
も
そ
こ
に
あ
る
。

60



民俗芸能研究における「地域」

　

こ
う
し
た
視
座
に
立
脚
し
た
植
木
は
、
丹
後
地
方
に
集
中
し
て
分
布
し
て
い
る
風

流
踊
を

そ

の

芸
態
か
ら
花
踊
・
座
歌
・
笹
ば
や
し
・
扇
踊
・
姫
踊
と
い
う
五
つ
の
圏

域
に
類
型
化

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
踊
子
（
名
称
・
役
の
有
無
）
・
太
鼓
の
使
用
法
・

棒
振
を

指
標

と
し
て
設
定
す
る
試
み
を
と
お
し
て
、
つ
ぎ
に
引
用
す
る
中
間
的
な
総

括
を

導
き
出
す
の
で
あ
る
。

　
　

そ

こ
で
明
ら
か
な
こ
と
は
、
ま
ず
第
一
に
、
共
通
点
に
注
目
す
れ
ぽ
そ
れ
ぞ
れ

　
　

の

類
型
が

あ
る
風
流
踊
に
集
約
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
あ
る
に

　
　
止

り
、
丹
後
に
お
け
る
風
流
踊
を
解
明
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
　
第
二
に
差
異
に
留
意
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
民
俗
芸
能
を
地
域
文
化
と
し
て
捉

　
　

え
そ
れ
を
編
年
的
に
考
察
す
る
方
法
と
な
し
う
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
ぶ

　
　

ん
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

　
　
圏
域
に
示

さ
れ
る
芸
能
の
諸
類
型
は
、
地
域
に
流
布
し
た
芸
能
文
化
の
痕
跡
で

　
　
あ
り
、
文
化
の
層
位
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
そ
れ

　
　

ぞ
れ
の
伝
来
径
路
を
う
か
が
わ
せ
る
と
と
も
に
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
位

　
　
相
を

物
語
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
、
個
々
の
伝
承
に
お
け
る
異
質
的

　
　
要
素

は
そ

う
し
た
比
較
重
出
の
作
業
に
よ
っ
て
、
失
わ
れ
た
文
化
の
波
を
も
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
　
れ
わ
れ
に
提
示
す
る
と
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
ひ
と
つ
だ
け
注
意
し
て
お
き
た
い
。
こ
こ
で
植
木
の
関
心
は
も

っ

ぱ

ら
民
俗
芸
能
の
分
布
に
む
け
ら
れ
て
い
る
が
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
芸
能
史
研
究
の

成
果
に

裏
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
植
木
は
民
俗
芸
能
の
特
徴
的
な

分
布
状

況
、
つ
ま
り
民
俗
芸
能
が
し
ぼ
し
ぼ
限
定
さ
れ
た
「
地
域
」
に
集
中
し
て
分

布
し
て
い
る
消
息
か
ら
出
発
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
芸
能
史
が
お
の
ず
か
ら
描
き
出

す
動
態
的
構
造
の

一
環

と
し
て
理
解
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
前
掲
し
て
き
た
諸
論
考
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
、
あ
ら
か
じ
め
自
然

的
な
伝
播
を
前
提
す
る
視
座
は
、
植
木
に
よ
っ
て
注
意
深
く
回
避
さ
れ
て
い
る
。
そ

こ
に
は
む
し
ろ
、
自
然
的
な
伝
播
を
も
組
織
的
な
伝
播
に
連
結
さ
せ
な
が
ら
理
解
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

る
動
態
的
芸
能
史
の
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
筆
者
と

し
て
は
、
こ
う
し
た
植
木
の
所
説
を
も
っ
て
民
俗
芸
能
の
分
布
と
伝
播
に
ま
つ
わ
る

最
も
基
本
的
か
つ
包
括
的
な
視
座
と
み
な
し
た
い
。
西
角
井
の
列
記
し
た
伝
播
の
諸

相
に
含
ま
れ
て
い
た
ω
や
⑤
に
し
て
も
、
本
来
な
ら
ば
そ
の
よ
う
な
視
座
に
よ
っ
て

評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

あ
ら
た
め
て
強
調
す
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
が
、
植
木
の
主
要
な
目
的
は
民
俗
芸
能

の

編
年
的
考
察
に
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
植
木
が
各
圏
域
の
類
型
を
比
較
す

る
試
み
か
ら
浮
か
び
あ
が
る
地
域
差
に
注
目
し
て
、
　
「
そ
の
差
異
こ
そ
、
そ
の
圏
域

が

伝
来
の
タ
イ
プ
の
ど
の
部
分
を
選
択
し
何
を
捨
て
た
（
加
え
た
）
か
を
語
る
も
の

で

あ
り
、
一
方
で
は
ま
た
芸
能
文
化
の
時
代
的
層
位
を
反
映
す
る
も
の
」
と
い
っ
て

い

る
と
こ
ろ
は
、
民
俗
芸
能
研
究
に
お
け
る
「
地
域
」
を
主
題
化
す
る
さ
い
に
も
有

益
な

指
針

を
提
供
し
て
い
る
は
ず
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
残
念
な
が
ら
、
植
木
は
歴
史
的
所
産
と
地
域
文
化
と
い
う
ふ
た
つ
の
位
相

が
相
互
に

ど
う
か
か
わ
る
も
の
な
の
か
、
は
っ
き
り
説
明
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
両
者
の
関
係
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、
民
俗
芸
能
を
自
然
的
な
伝
播
の
み
な
ら

ず
、
組
織
的
な
伝
播
に
よ
っ
て
あ
ら
し
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
視
座
が
新

し
く
要
請
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
よ
う
や
く
、
民
俗
芸
能

が

限
定

さ
れ
た
「
地
域
」
で
変
容
し
て
い
っ
た
諸
相
を
も
十
全
に
照
射
し
う
る
も
の
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と
思
わ
れ
る
。

で
あ
る
。

民
俗
芸
能
の
伝
播
と
変
容
が
主
題
化
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
所
以

四
　
民
俗
芸
能
の
伝
播
と
変
容

　

と
こ
ろ
で
、
民
俗
芸
能
の
各
圏
域
に
お
け
る
類
型
を
比
較
す
る
試
み
か
ら
浮
か
び

あ
が
る
差
異
、
つ
ま
り
地
域
差
に
注
目
す
る
植
木
の
所
説
は
み
ず
か
ら
も
論
述
し
て

い

る
よ
う
に
、
民
俗
学
に
い
う
重
出
立
証
法
や
周
圏
論
の
発
想
に
通
底
し
て
い
な
が

ら
、
そ
こ
か
ら
欠
落
し
た
部
分
を
補
墳
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

俗
芸
能
の
研
究
に
あ
っ
て
も
、
こ
れ
ら
の
方
法
は
大
き
な
成
果
を
あ
げ
て
い
る
」
か

ど
う
か
、
そ
れ
に
は
前
述
し
て
き
た
研
究
史
か
ら
い
っ
て
も
疑
義
を
呈
し
た
い
と
こ

ろ

で

あ
る
が
、
と
も
か
く
植
木
が
重
出
立
証
法
や
周
圏
論
の
効
用
と
限
界
に
ふ
れ
て

い

る
箇
所
を
紹
介
し
た
い
。

　
　

し
か
し
そ
れ
ら
は
、
や
や
も
す
る
と
、
所
を
隔
て
て
み
る
資
料
の
類
似
点
・
共

　
　
通
点
を

と
ら
え
る
の
に
急
で
、
よ
り
古
い
形
態
を
追
い
「
原
」
タ
イ
プ
を
求
め

　
　

る
方
向
に
傾
い
た
。
そ
の
結
果
、
資
料
の
も
つ
差
等
は
捨
象
さ
れ
、
「
原
」
タ

　
　

イ
プ
が
い
か
に
し
て
現
在
形
に
至
っ
た
か
を
問
う
視
角
を
欠
落
し
た
。
そ
れ
は

　
　
一
種
の
「
古
代
論
」
に
埋
没
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
、
風
流
踊

　
　
が

か
け
踊
の

形
態
を

も
ち
そ
れ
は
疫
神
等
の
鎮
送
の
ス
タ
イ
ル
で
も
あ
る
と
い

　
　
う
指
摘
は
大
切
だ
が
、
そ
の
追
求
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
風
流
踊
を
無
限
定
な
過

　
　
去

に
溶
解
す

る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
な
ぜ
に
東
北
で
は
鹿
踊
と
な
り
西
日
本

　
　
で
は
太
鼓
踊

に

な
っ
た
か
と
い
っ
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
芸
能
史
的
意
義
は
何
ら
解

　
　
明
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
／
し
か
し
重
出
立
証
法
は
、
民
俗
芸
能
の
編
年
的
考

　
　
察
に
と
っ
て
有
効
で
あ
る
。
編
年
的
考
察
の
目
的
は
地
域
文
化
と
し
て
の
民
俗

　
　
芸
能
の
特
色
を
明
ら
か
に
し
、
民
俗
芸
能
を
芸
能
史
に
位
置
づ
け
て
ゆ
く
と
こ

　
　
ろ
に
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
類
似
点
に
の
み
留
意
し
「
原
」
タ
イ
プ
の
検
討
に

　
　
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
類
型
抽
出
の
作
業
に
あ
わ
せ
て
差
等
の
も
つ
意
味
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

　
　
問
う
こ
と
で
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
か

な
り
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
こ
に
は
重
出
立
証
法
や
周
圏
論
の
発
想
を

批
判
的
に
継
承
す
る
可
能
性
の
所
在
が
し
め
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
植
木
は
こ

う
し
た
発
想
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
類
型
の
み
な
ら
ず
、
あ
わ
せ
て
差
異
に
も
注
目
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
俗
芸
能
の
編
年
的
考
察
に
貢
献
し
う
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
植
木
の
所
説
に
沿
っ
て
重
出
立
証
法
や
周
圏
論
を
読
み
な
お
す
た

め
に

は
、
ま
ず
も
っ
て
そ
こ
に
前
提
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
自
然
的
な
伝
播

じ
た
い
を
批
判
的
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
植
木
の
所
説
じ

た

い
芸
能
史
が
お
の
ず
か
ら
描
き
出
す
動
態
的
構
造
を
視
野
に
お
さ
め
た
も
の
で
あ

り
、
け
っ
し
て
自
然
的
な
伝
播
を
前
提
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
そ
う
し

た
傾
向
が
と
り
わ
け
強
く
う
か
が
わ
れ
る
民
俗
周
圏
論
を
対
象
に
し
な
が
ら
、
い
さ

さ
か
論
述
し
て
お
き
た
い
。

　
民
俗
周
圏
論
は
以

前
か

ら
し
ぽ
し
ば
、
し
か
も
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
批
判
さ
れ

て

き
て
お
り
、
も
は
や
命
脈
を
完
全
に
絶
た
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

そ

の

う
ち
本
稿
で
し
ぼ
し
ば
参
照
し
て
き
た
千
葉
の
所
説
は
最
も
重
要
か
つ
根
本
的

な
批
判
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
本
稿
の
関
心
に
と
っ
て
も
き
わ
め
て
興
味
深
い
も
の
で

あ
っ
た
。
千
葉
は
民
俗
事
象
の
周
圏
的
分
布
に
ふ
れ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
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る
。

　
　

こ
れ
を
一
言
で
い
え
ば
、
単
純
な
文
化
事
象
の
隣
接
性
伝
播
で
は
な
く
、
歴
史

　
　

的
に
形
成
さ
れ
た
地
域
の
構
造
が
受
け
と
め
た
も
の
、
ま
た
は
形
成
し
て
ゆ
く

　
　

も
の
と
し
て
の
民
俗
事
象
で
あ
っ
て
、
そ
の
分
布
が
巨
視
的
に
周
圏
的
な
の
は
、

　
　
地
域
構
造
そ
の

も
の
が
巨
視
的
に
周
圏
的
だ
か
ら
と
い
う
考
え
方
な
の
で
あ
る
。

　
　

こ
れ
を
も
う
少
し
詳
し
く
説
明
す
る
と
、
日
本
の
国
土
は
周
囲
を
広
い
海
洋
に

　
　

へ
だ
て

ら
れ
て
、
比
較
的
最
近
ま
で
恒
常
的
な
対
外
交
通
が
量
的
に
無
視
で
き

　
　

る
程
度
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
民
俗
の
形
成
に
あ
ず
か
る
要
素
は
ほ
と
ん

　
　

ど
国
土
内
部
の
条
件
に
依
存
し
、
殊
に
国
家
と
い
う
組
織
が
及
ぼ
し
た
作
用
は
、

　
　
他
の
民
族
文
化
や
国
家
権
力
の
波
及
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
、
相
対
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

　
　

よ
り
強
力
で
あ
り
、
地
域
の
構
造
化
に
及
ぼ
す
影
響
は
無
視
で
き
な
い
。

　
か

く
し
て
、
千
葉
は
「
方
言
・
信
仰
事
象
・
経
済
活
動
な
ど
に
み
ら
れ
る
京
阪
地

方
を

核

と
し
た
求
心
的
分
布
」
を
「
文
化
伝
播
で
は
説
明
で
き
ず
、
こ
の
よ
う
な
国

家
権
力
に
よ
る
国
土
の
地
域
的
組
織
化
の
あ
ら
わ
れ
」
と
し
て
定
位
す
る
。
そ
の
ば

あ
い
、
と
り
わ
け
「
国
家
の
行
政
や
司
法
と
関
連
の
深
い
地
域
社
会
の
制
度
や
組
織
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

あ
る
い
は
宮
中
の
暦
制
や
諸
行
事
の
影
響
が
濃
厚
な
祭
祀
や
年
中
行
事
」
を
あ
げ
て

い

る
の
は
民
俗
学
の
認
識
論
的
前
提
を
転
換
さ
せ
る
契
機
と
し
て
も
興
味
深
い
が
、

い
ず
れ
に

し
て
も
「
い
く
つ
か
の
民
俗
事
象
に
周
圏
的
分
布
が
見
ら
れ
る
の
は
、
日

本

国
民
の
組
織
化
過
程
が
周
圏
的
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
と
考

（5
8
）

え

る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
千
葉
の
所
説
に
は
い
つ
も
な
が
ら
、
傾
聴
す
べ
き
と
こ
ろ
が
多
々
含
ま
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
逐
一
ふ
れ
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
の
で
、
あ
く
ま
で
も
本
稿
の
関

心
に

沿
っ
て
変
奏
し
て
お
き
た
い
。
千
葉
の
い
う
「
単
純
な
文
化
事
象
の
隣
接
性
伝

播
」
は
自
然
的
な
伝
播
に
あ
た
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
「
国
家
権
力
に
よ
る
国

土
の

地
域
的
組
織
化
」
を
想
定
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
よ
う
な
過
程
を
も
た
ら
す
組

織
的
な
伝
播
が
前
提
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
千
葉
の
所
説
を
と
り
あ
げ

て
、
民
俗
事
象
の
周
圏
的
分
布
を
説
明
す
る
さ
い
に
あ
ら
か
じ
め
自
然
的
な
伝
播
を

前
提
す

る
発
想
に
異
議
を
さ
し
は
さ
み
な
が
ら
、
国
家
権
力
に
深
く
か
か
わ
る
組
織

的
な
伝
播
の
可
能
性
を
強
調
し
た
も
の
と
し
て
評
価
し
て
も
、
け
っ
し
て
大
き
く
ま

ち

が

っ

て

い
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
権
力
論
的
視
座
は
民
俗
周
圏
論
が
普
及
す
る
過
程
で
す
っ
か
り
希
釈
か

つ
看
却

さ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
柳
田
の
方
言
周
圏
論
に
最
も
よ
く
し

め

さ
れ
て
い
る
。
柳
田
は
同
心
円
の
中
心
を
近
畿
地
方
、
と
り
わ
け
京
阪
に
お
い
て

　
　
（
5
9
）

い

る
か
ら
、
当
然
な
が
ら
文
化
の
中
心
で
あ
り
国
家
権
力
の
中
枢
で
も
あ
る
、
い
わ

ぽ

中
央
を
重
視
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
柳
田
は
み
ず
か
ら
明
言
し
な
か
っ
た

に

も
か
か
わ
ら
ず
、
方
言
の
周
圏
的
分
布
を
中
央
か
ら
地
方
へ
伝
播
し
た
結
果
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

て

説
明
し
て
い
た
、
少
な
く
と
も
そ
う
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
ぼ
あ
い
に
あ
っ
て
も
自
然
的
な
伝
播
が
前
提
さ
れ
て
い
る

の

は
い

さ
さ
か
奇
妙
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
福
田
ア
ジ
オ
が
鋭
く
指
摘
し
て
い
る

よ
う
に
、
そ
こ
に
は
「
中
央
で
発
生
し
た
文
化
が
各
地
に
波
及
し
て
行
く
と
き
に
、

そ

れ
に
対
応

し
た
各
地
方
が
選
択
し
た
り
、
拒
否
し
た
り
、
あ
る
い
は
変
化
さ
せ
た

り
し
た
と
い
う
視
点
が
な
い
」
、
し
か
も
「
民
俗
が
特
定
の
地
域
に
分
布
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

の
意
味
、
理
由
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
視
点
が
な
い
」
の
で
あ
る
。
い
っ
た
い

そ

こ
に
は
い
か
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
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福

田
は
そ
の
消
息
に
も
ふ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
以
上
の
視
点
の
欠
如
は
、

歴
史
は
結
局

中
央
の
都
市
で
展
開
す
る
も
の
で
あ
り
、
地
方
は
そ
れ
を
受
動
的
に
受

け
入
れ
る
も
の
と
い
う
前
提
に
た
っ
て
い
る
こ
と
を
示
」
し
て
お
り
、
そ
れ
が
「
地

方
の
主
体
性
、
創
造
性
を
ま
っ
た
く
無
視
し
た
立
場
」
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、

柳

田
が
「
民
俗
学
研
究
の
比
較
の
基
準
と
し
て
周
圏
論
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

結
果
的
に
は
彼
は
民
俗
学
の

理
念
に
反
す
る
立
場
に
立
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
」
と
す

ら
述
べ
る
の
で
あ
る
。
福
田
の
批
判
は
き
わ
め
て
正
当
な
も
の
で
あ
り
、
反
駁
す
る

余
地
を

残

し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
筆
者
と
し
て
は
福
田
の

批
判
を

念
頭
に
お
き
な
が
ら
も
、
あ
ら
た
め
て
同
じ
く
権
力
論
的
視
座
の
可
能
性
を

強
調

し
て
い
た
千
葉
の
所
説
を
参
照
す
る
と
こ
ろ
に
お
も
む
き
た
い
。

　
千
葉
は
民
俗
事
象
の
周
圏
的
分
布
を
国
家
権
力
に
深
く
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
説

明
し
て
い
た
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
問
題
の
所
在
を
国
家
権
力
に
還
元
し
て
し
ま
っ

て

い

る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
具
体
的
な
個
々
の
民
俗
事
象
が
ど
の
よ
う
な
過

程
で
住
民

に

う
け
い
れ
ら
れ
る
か
が
明
ら
か
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
は
ず
の

う
け
い
れ
る
側
の
条
件
が
無
視
さ
れ
て
、
中
心
か
ら
周
辺
へ
と
い
う
文
化
の
一
方
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

流
動
が
前
提

と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
疑
問
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
前
掲
し
た
箇

所
に
あ
っ
た
「
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
地
域
の
構
造
が
受
け
と
め
た
も
の
、
ま
た
は

形
成

し
て
ゆ
く
も
の
と
し
て
の
民
俗
事
象
」
と
い
う
表
現
は
、
ま
さ
し
く
こ
う
し
た

問
い

の

所
産

な
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
お
そ
ら
く
、
民
俗
事
象
の
周
圏
的
分
布
と

国
家
権
力
の
関
係
を
動
態
的
か
つ
相
互
規
定
的
に
理
解
す
る
視
座
が
し
め
さ
れ
て
い

る
。

　

と
い
っ
て
も
、
同
じ
箇
所
で
「
国
家
権
力
も
ま
た
、
そ
の
政
治
中
心
か
ら
の
距
離

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
磁
）

に
対
応

し
て
、
地
域
社
会
に
そ
の
行
政
力
を
浸
透
さ
せ
て
ゆ
く
か
ら
で
あ
る
」
と
い

っ

て

い

る
の
は
、
い
さ
さ
か
通
俗
的
か
つ
単
純
の
誹
り
を
免
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
「
日
本
国
民
の
組
織
化
過
程
が
周
圏
的
に
行
わ
れ
た
」
と
い
う
仮
説
に
し
て
も
、

鳥
敵
す
れ
ば
そ

う
感
じ
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
結
果
と
し
て
組
織
的
な
伝
播

の

諸
相
を

自
然
的
な
伝
播
か
ら
類
推
し
て
単
純
化
し
た
も
の
と
も
受
け
と
ら
れ
か
ね

な
い
。
そ
の
実
態
は
け
っ
し
て
、
千
葉
の
提
示
し
た
単
純
明
快
な
仮
説
に
お
さ
ま
っ

て

し
ま
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
筆
者
と
し
て
は
千
葉
の
所
説
を
貫
流
し
て
い
る
視
座
、
つ
ま
り
民
俗
事
象
の
周
圏

的
分
布

と
国
家
権
力
の
関
係
を
動
態
的
か
つ
相
互
規
定
的
に
理
解
す
る
視
座
の
持
つ

批
判
力
を
こ
そ
評
価
し
た
い
。
も
は
や
誤
読
の
領
域
に
踏
み
出
し
て
い
る
の
か
も
し

れ

な
い
が
、
じ
じ
つ
そ
れ
は
民
俗
周
圏
論
の
み
な
ら
ず
、
民
俗
事
象
の
分
布
や
伝
播

に

ま
つ
わ
る
所
説
一
般
に
対
す
る
批
判
力
を
も
十
分
に
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
の
で
あ

た

と
え
ぽ
、
千
葉
は
萩
原
竜
夫
ほ
か
の
調
査
研
究
に
導
か
れ
な
が
ら
、
多
く
の
ば
あ

る
。
い
何
の
疑
い
も
な
く
当
該
地
域
に
深
く
関
連
づ
け
ら
れ
る
信
仰
を
も
「
国
家
権

力
に
よ
る
国
土
の
地
域
的
組
織
化
」
に
そ
く
し
て
説
明
し
て
い
る
。

　
　
中
世
の
中
ご
ろ
か
ら
、
畿
内
の
荘
園
が
変
質
し
始
め
、
新
し
い
郷
村
制
が
そ
の

　
　
地
域
社
会

と
し
て
発
達
普
及
す
る
と
と
も
に
、
そ
こ
に
は
社
会
の
中
核
的
な
神

　
　
社

と
し
て
氏
神
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
成
長
し
、
地
域
社
会
の
住
民
を
氏
子
と
し

　
　
て

組
織
す

る
動
き
が
拡
ま
っ
て
ゆ
く
。
信
仰
と
い
う
も
の
は
、
隣
村
で
信
じ
て

　
　
い

る
か
ら
こ
の
村
で
も
信
じ
よ
う
と
い
っ
た
隣
接
地
刺
激
で
伝
播
す
る
も
の
で

　
　
は

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
氏
神
・
氏
子
の
組
織
が
民
間
に
拡
ま
っ
て
ゆ
く
過
程

　
　
に

は
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
地
域
社
会
の
体
制
、
つ
ま
り
郷
村
制
の
発
展
、
意
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識
的

な
信
仰
の
宣
伝
組
織
者
と
し
て
の
神
主
層
の
活
動
、
さ
ら
に
こ
う
し
た
動

　
　
き
を
助
け
た
戦
国
の
領
主
達
の
政
策
な
ど
が
結
び
つ
い
た
こ
と
は
、
萩
原
が
明

　
　

ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
近
畿
地
方
を
中
核
と
し
て
分
布
す
る
宮
座
と
い

　
　
う
特
殊
な
祭
祀
組
織
も
、
こ
の
よ
う
な
背
景
に
お
い
て
神
事
頭
役
を
支
持
後
援

　
　
す

る
役
割
を
も
っ
て
生
ま
れ
、
そ
れ
が
固
定
し
て
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ

　
　
う
か
。
氏
神
・
氏
子
観
念
の
地
域
社
会
化
に
は
、
吉
田
神
道
が
思
想
的
に
果
し

　
　
た
役
割
が

重
視

さ
れ
、
ま
た
、
伊
勢
御
師
の
よ
う
な
皇
室
と
国
家
を
背
景
と
す

　
　

る
伝
道
者
が
、
地
域
社
会
相
互
の
結
合
原
理
と
し
て
の
信
仰
の
具
体
化
に
大
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

　
　

な
力
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
か
な

り
長
い
引
用
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
民
俗
事
象
の
周
圏
的
分
布
を
説
明

す

る
方
法
の
可
能
性
を
模
索
す
る
た
め
に
有
益
だ
か
ら
、
で
は
な
い
。
千
葉
は
続
い

て

伊
勢
信
仰
の
周
圏
的
分
布
を
概
観
、
前
述
し
た
「
日
本
国
民
の
組
織
化
過
程
が
周

圏
的
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
仮
説
を
導
き
出
し
て
い

る
の
だ
が
、
正
直
い
っ
て
こ
う
し
た
所
説
じ
た
い
に
筆
者
の
主
要
な
関
心
が
む
け
ら

れ
て

い

る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　

こ
こ
に
引
用
し
た
箇
所
に
は
、
民
俗
事
象
と
国
家
権
力
の
関
係
を
動
態
的
か
つ
相

互
規
定
的
に
理
解
す
る
視
座
に
立
脚
し
た
具
体
的
な
実
践
が
し
め
さ
れ
て
い
る
。
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

た
が
っ

て
、
む
し
ろ
民
間
信
仰
を
絶
対
視
し
て
き
た
民
俗
学
に
認
識
論
的
転
換
を
う

な
が
す
き
わ
め
て
重
要
な
契
機
と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

今
日
、
こ
う
し
た
視
座
は
残
念
な
が
ら
一
般
的
に
支
持
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
近
年
で
は
日
本
祭
礼
史
を
構
想
す
る
福
原
敏
男
に
よ
っ
て
実
証
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）

な
試
み
が
深
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
か
ら
、
千
葉
の
視
座
が
復
権
さ
れ
る
時
期
も
け
っ
し

て

遠
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

よ
う
や
く
植
木
の
所
説
を
正
当
に
評
価
す
る
た
め
の
、
必
要
か
つ
十
分
な
条
件
が

出
そ
ろ
っ
た
ら
し
い
。
植
木
が
民
俗
芸
能
の
各
圏
域
に
お
け
る
類
型
を
比
較
す
る
試

み

か

ら
浮
か
び
あ
が
る
地
域
差
に
注
目
し
た
の
は
、
単
純
に
自
然
的
な
伝
播
を
前
提

し
て
い
た
周
圏
論
の
よ
う
に
「
よ
り
古
い
形
態
を
追
い
「
原
」
タ
イ
プ
を
求
め
る
L

た
め

で
は

な
か
っ
た
。
そ
れ
は
む
し
ろ
「
「
原
」
タ
イ
プ
が
い
か
に
し
て
現
在
形
に
至

っ

た
か
を

問

う
L
た
め
で
あ
り
、
各
圏
域
が
何
を
選
択
し
て
何
を
拒
否
し
た
か
と
い

う
消
息
を
知
る
た
め
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
視
座
は
結
果
と
し
て
、
ま
さ
し
く
福
田
の
い
う
「
中
央
で
発
生
し
た
文

化
が
各
地
に
波
及

し
て
行
く
と
き
に
、
そ
れ
に
対
応
し
た
各
地
方
が
選
択
し
た
り
、

拒
否

し
た
り
、
あ
る
い
は
変
化
さ
せ
た
り
し
た
と
い
う
視
点
」
と
も
響
き
あ
う
。
福

田

の

所
説
に

し
て
も
や
は
り
周
圏
論
を
あ
つ
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
民
俗

芸
能
の
分
布
と
伝
播
を
主
題
化
す
る
植
木
の
所
説
に
対
応
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か

っ

た

が
、
問
題
の
所
在
を
発
見
す
る
契
機
と
し
て
使
い
ま
わ
し
て
も
罰
は
あ
た
ら
な

い
は
ず
で
あ
る
。

　
あ
ら
た
め
て
植
木
の
所
説
を
定
位
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
民
俗
芸
能
の
地
域
差

を
指
標
と
し
て
用
い
な
が
ら
、
芸
能
が
各
圏
域
に
伝
播
し
て
定
着
し
た
消
息
に
し
め

さ
れ
る
歴
史
的
位
相
、
お
よ
び
各
圏
域
が
芸
能
を
取
捨
選
択
も
し
く
は
変
形
加
工
し

た
消
息
に
し
め
さ
れ
る
地
域
的
位
相
を
解
明
す
る
試
み
で
あ
り
、
ま
ず
も
っ
て
民
俗

芸
能

と
国
家
権
力
の
動
態
的
か
つ
相
互
規
定
的
な
関
係
を
視
野
に
お
さ
め
た
動
態
的

芸
能
史
の
構
想
と
し
て
読
ま
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
あ
ら
た
め

て

強
調
す

る
ま
で
も
な
か
ろ
う
が
、
植
木
み
ず
か
ら
は
明
言
し
て
い
な
か
っ
た
に
も
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か
か
わ

ら
ず
、
芸
能
が
組
織
的
な
伝
播
に
よ
っ
て
当
該
地
域
に
も
た
ら
さ
れ
た
消
息

を
想
定

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
以
上
、
植
木
の
所
説
は

民
俗
芸
能
の
地
域
差
を
過
不
足
な
く
説
明
す
る
た
め
の
、
最
も
良
心
的
な
方
法
の
可

能
性
を

し
め
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
視
座
を
共
有
し
な
が
ら
も
実
証
的
に
根
拠
づ
け
る
も
の
と

し
て
、
何
を
お
い
て
も
山
路
興
造
の
所
説
を
と
り
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

は
民
俗
芸
能
研
究
に
お
け

る
「
地
域
」
を
再
考
す
る
た
め
の
、
き
わ
め
て
有
益
な
手

が

か

り
を
提
供
し
て
お
り
、
筆
者
に
と
っ
て
も
看
過
し
が
た
い
里
程
標
の
ひ
と
つ
で

あ
る
。
山
路
は
い
う
。

　
　
こ

こ
で
一
つ
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
一
般
に
民
俗
芸
能
は

　
　
も
と
も
と
地
方
に
育
っ
た
芸
能
が
今
日
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
か
の
如
き
錯
覚
が

　
　
あ
る
点
で
あ
る
。
確
か
に
そ
の
伝
承
地
独
自
の
色
付
け
が
な
さ
れ
、
工
夫
が
こ

　
　
ら
さ
れ
る
場
合
が
多
い
の
だ
が
、
そ
の
本
来
の
基
本
と
な
る
芸
能
が
そ
の
土
地

　
　
で
育
つ
こ
と
は
め
っ
た
に
な
い
。
多
く
の
場
合
は
中
央
で
育
っ
た
芸
能
が
、
地

　
　
方
に
伝
播
し
て
定
着
し
、
長
い
年
月
を
か
け
て
の
伝
承
の
間
に
崩
れ
た
り
、
そ

　
　
の

土
地
独
自
の
工
夫
が
加
わ
る
の
で
、
根
本
か
ら
そ
の
土
地
独
自
の
独
創
を
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

　
　
す

る
芸
能
は
、
め
っ
た
に
な
い
と
い
っ
て
も
よ
い
よ
う
で
あ
る
。

　
誤
解
し
な
い
で
ほ
し
い
。
山
路
は
「
も
と
も
と
地
方
に
育
っ
た
」
芸
能
の
存
在
じ

た
い

を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
山
路
の
所
説
は
あ
く
ま
で
も
二
般
に
日

本
芸
能
史
に
登
場
す

る
芸
能
の
あ
る
部
分
は
、
地
方
に
お
い
て
発
生
し
成
長
し
た
芸

能
が
中
央
に
進
出
し
て
洗
練
さ
れ
、
舞
台
芸
能
と
し
て
大
成
し
た
も
の
と
い
う
図
式

を
描
く
論
」
、
　
つ
ま
り
「
日
本
芸
能
の
根
幹
を
民
間
に
発
生
し
伝
承
さ
れ
た
芸
能
に

　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

求
め
よ
う
と
す
る
風
潮
」
に
対
す
る
批
判
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し

た
が

っ

て

民
俗
芸
能
研
究
に
認
識
論
的
転
換
を
う
な
が
す
契
機
た
り
う
る
も
の
な
の

で
あ
る
。
山
路
は
こ
う
続
け
て
い
る
。

　
　
し
か
し
私
は
こ
の
道
筋
に
は
多
く
の
疑
問
を
も
っ
て
い
る
。
　
一
つ
は
現
在
残
っ

　
　
て

い

る
民
俗
芸
能
の
大
部
分
が
、
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
そ
の
土
地
の
特
色

　
　
を

備
え
た
も
の
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
根
幹
に
お
い
て
は
一
度
中
央
で
流
行
し

　
　
た
芸
能
が

地
方
に

伝
播

し
、
そ
れ
が
定
着
し
て
地
域
色
を
濃
く
し
た
も
の
で
あ

　
　

る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
二
つ
目
は
戦
国
時
代
な
ど
政
治
的
に
も
地
方
勢
力
が

　
　
力
を
も
っ
て
中
央
の
文
化
に
大
き
く
影
響
を
与
え
た
時
代
に
あ
っ
て
も
、
上
洛

　
　
し
て
来
る
多
く
の
芸
能
団
の
多
く
は
、
も
と
も
と
中
央
で
発
達
し
た
芸
能
の
再

　
　
上
洛
で
あ
っ
て
、
も
し
そ
れ
ら
の
う
ち
に
庶
民
の
創
造
力
を
み
よ
う
と
す
る
な

　
　
ら
、
そ
れ
は
基
本
と
さ
れ
る
よ
う
な
芸
態
に
お
い
て
で
は
な
く
、
そ
の
パ
リ
エ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

　
　

ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

　

こ
う
し
た
視
座
は
前
掲
し
た
千
葉
や
福
原
の
所
説
に
も
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

限
定

さ
れ
た
「
地
域
」
に
お
け
る
自
然
的
な
伝
播
の
み
を
も
っ
て
民
俗
芸
能
の
伝
播

を

説
明
し
て
し
ま
う
風
潮
に
対
す
る
批
判
と
し
て
も
き
わ
め
て
有
効
で
あ
る
。
じ
っ

さ
い
、
山
路
は
芸
能
が
伝
播
す
る
経
路
を
以
下
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
ω
古
代
国
家
の
権
力
や
大
社
寺
の
威
勢
を
背
景
に
地
方
伝
播
を
み
た
芸
能
、
②

荘

園
制
を
背
景
と
し
て
伝
播
し
た
芸
能
、
③
地
方
大
寺
院
の
創
建
に
よ
り
伝
播
し
た

芸
能
、
ω
下
級
宗
教
者
の
地
方
定
着
化
に
よ
り
伝
播
し
た
芸
能
、
⑤
中
世
後
期
の
惣

村
結
合
集
団
が
自
ら
取
込
ん
で
発
展
さ
せ
た
芸
能
、
⑥
専
業
宗
教
者
の
回
遊
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

て

伝
播

し
た
芸
能
、
⑦
商
業
的
舞
台
芸
能
の
民
俗
芸
能
化
、
の
七
つ
で
あ
る
。
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山
路
の
所
説
は
個
々
の
可
能
性
を
検
討
す
る
試
み
を
も
含
む
も
の
で
あ
る
。
し
か

も
、
山
路
は
け
っ
し
て
机
上
の
空
論
に
終
始
し
て
い
な
い
。
多
岐
に
わ
た
る
対
象
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

あ
つ
か
う
実
証
的
な
試
み
を
と
お
し
て
提
示
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
そ
こ
に
は
も
は
や

反
論
す

る
余
地
す
ら
残
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
民

俗
芸
能
が
多
く
の
ぼ
あ
い
組
織
的
な
伝
播
に
ょ
っ
て
当
該
地
域
に
も
た
ら
さ
れ
た
も

の

で

あ
っ
た
消
息
は
、
民
俗
芸
能
研
究
に
認
識
論
的
転
換
を
う
な
が
す
決
定
的
な
契

機

と
し
て
ひ
ろ
く
共
有
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
日
、
自
然
的
な

伝
播
の
み
を
前
提
し
な
が
ら
、
民
俗
芸
能
を
す
べ
か
ら
く
当
該
地
域
に
還
元
し
て
し

ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
山
路
の
所
説
は
結
果

と
し
て
、
民
俗
芸
能
研
究
に
お
け
る
「
地
域
」
を
は
っ
き
り
浮
か
び
あ
が
ら
せ
て
く

れ

る
は
ず
で
あ
る
。
と
も
か
く
そ
の
骨
格
の
み
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　
　
以

上
、
芸
能
史
と
の
関
連
に
お
い
て
、
芸
能
の
地
方
伝
播
（
民
俗
芸
能
化
）
と

　
　
い

う
視
点
で
、
わ
が
国
の
民
俗
芸
能
を
み
た
わ
け
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
の

　
　
七

つ
の

伝
播
方
法
以

外
で
地
方
定
着
を
み
た
も
の
も
多
い
は
ず
で
あ
る
。
ま
た

　
　
そ

の

地
方
独
自
の
風
土
が
独
創
的
な
芸
能
を
生
み
、
あ
ま
り
他
に
伝
播
す
る
こ

　
　
と
な
く
現
在
に
伝
承
さ
れ
た
例
も
少
し
で
は
あ
る
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
　
そ

れ

ら
の
中
に
こ
そ
常
民
が
秘
め
た
真
の
創
造
力
の
秘
密
が
こ
め
ら
れ
て
い
る

　
　
の

か
も
し
れ
な
い
が
、
民
俗
芸
能
を
素
材
に
考
え
る
か
ぎ
り
、
常
民
の
知
恵
は

　
　
無
か

ら
の
創
造
よ
り
も
、
受
入
れ
た
基
本
を
風
土
の
中
に
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）

　
　
せ

る
能
力
が
よ
り
顕
著
で
あ
っ
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

　
こ

う
し
た
所
説
に
は
少
な
か
ら
ず
異
論
が
出
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
曰
く
、

そ

れ
で
は
民
俗
や
民
衆
の
能
力
を
過
少
評
価
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
な

が

ら
、
山
路
の
目
的
は
あ
く
ま
で
も
、
民
俗
や
民
衆
に
も
た
れ
か
か
っ
て
何
も
か
も

そ

の

所
産
と
し
て
説
明
し
て
き
た
民
俗
芸
能
研
究
の
偏
向
を
修
正
す
る
と
こ
ろ
に
お

か
れ
て

い

る
の
で
あ
り
、
け
っ
し
て
民
俗
や
民
衆
の
能
力
を
軽
視
し
て
い
る
わ
け
で

は

な
い
。
い
さ
さ
か
突
飛
な
印
象
を
も
た
ら
す
か
も
し
れ
な
い
が
、
山
路
は
む
し
ろ

民
俗
芸
能
研
究

に
お
け

る
「
地
域
」
を
主
題
化
す
る
方
法
の
可
能
性
を
し
め
し
て
い

た

の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
本

来
、
民
俗
芸
能
研
究
の
一
つ
の
目
的
は
、
な
ぜ
そ
の
地
方
に
特
異
な
民
俗
芸

　
　
能
が
育
っ
た
か
と
い
う
民
俗
的
背
景
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、

　
　
当
面
の
私
の
興
味
は
、
そ
の
芸
能
の
成
立
と
伝
播
に
あ
る
。
民
俗
芸
能
の
本
質

　
　
を
、
そ
の
土
地
の
民
衆
が
生
ん
だ
芸
能
と
し
て
捕
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
中
央

　
　
の
芸
能
が
、
地
方
に
伝
播
し
て
変
容
し
た
も
の
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

　
　
変
容
の
あ
り
か
た
に
、
民
衆
の
心
の
在
り
様
や
、
美
の
意
識
を
探
ろ
う
と
思
う

　
　
　
　
（
7
4
）

　
　
の
で
あ
る
。

　
　
民

俗
の
行
事
や
芸
能
の
大
部
分
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
で
工
夫
さ
れ
た
わ
け
で

　
　
は

な
い
。
中
央
で
花
開
い
た
文
化
が
、
地
方
に
伝
播
し
、
定
着
し
た
も
の
に
ほ

　
　
か

な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
定
着
の
過
程
で
、
そ
の
土
地
で
生
ま
れ
た
心
意
伝

　
　
承
や
文
化
が
反
映

さ
れ
、
中
央
か
ら
の
文
化
を
そ
れ
ぞ
れ
に
変
容
さ
せ
る
の
で

　
　
あ
る
。
原
形
を
し
っ
か
り
と
知
っ
た
う
え
で
、
変
容
の
独
自
性
を
探
る
の
が
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）

　
　
俗
学
の

一
つ
の

方
法
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
ひ

と
ま
ず
芸
能
の
祖
型
を
抽
出
し
て
お
き
、
そ
の
祖
型
を
指
標
と
し
て
用
い
な
が

ら
民
俗
社
会
に
お
け
る
変
容
の
諸
相
を
測
定
、
そ
こ
に
民
俗
や
民
衆
の
心
性
を
解
読
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す

る
。
す
な
わ
ち
、
変
容
し
た
部
分
に
地
域
的
位
相
を
み
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
た
所
説
は
民
俗
学
や
民
俗
芸
能
研
究
の
効
用
と
限
界
を
正
し
く
認
識
し
て
お

り
、
民
俗
芸
能
研
究
に
お
け
る
「
地
域
」
を
主
題
化
す
る
方
法
と
し
て
も
き
わ
め
て

妥
当
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
っ
て
も
、
山
路
の
主
要
な
関
心
は
目

下
の

と
こ
ろ
芸
能
の
祖
型
を
抽
出
す
る
試
み
に
む
け
ら
れ
て
お
り
、
残
念
な
が
ら
民

俗
社
会
に
お
け
る
変
容
の
諸
相
を
描
き
出
す
段
階
に
到
達
し
て
い
な
い
ら
し
い
。
山

路
が

み
ず
か

ら
い
う
「
民
俗
学
の
一
つ
の
方
法
」
を
ど
う
実
践
す
る
つ
も
り
な
の
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）

そ

の

構
想
を

ぜ
ひ
知
り
た
い
も
の
で
あ
る
。

　
ひ

と
つ
だ
け
付
言
し
て
お
き
た
い
。
前
掲
し
た
所
説
の
う
ち
、
前
者
は
三
匹
獅
子

舞
を
あ
つ
か
っ
た
論
考
か
ら
引
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
三
匹
獅
子
舞
の

形
式
を

利
根
川

流
域
で
形
成

さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
い
た
小
島
ほ
か
の
論
考
を
大

き
く
修
正
す
る
契
機
た
り
う
る
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
小
島
ほ
か
の
論
考
は
む

し
ろ
三
匹
獅
子
舞
が
組
織
的
な
伝
播
に
よ
っ
て
利
根
川
流
域
に
も
た
ら
さ
れ
た
以
降
、

そ

の

一
帯
を

自
然
的
に
伝
播
し
た
結
果
と
し
て
生
じ
た
変
容
の
諸
相
を
あ
つ
か
っ
て

い
た
の

で

あ
り
、
そ
の
よ
う
に
読
ま
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
次

的
な
伝
播
の
結
果
と
し
て
み
ら
れ
た
二
次
的
な
伝
播
、
と
い
っ
た
ら
わ
か
り
や
す
い

だ

ろ

う
か
。
事
情
は
三
隅
や
西
角
井
の
論
考
に
あ
っ
て
も
ま
っ
た
く
変
わ
ら
な
い
。

前
節
で
み
て
き
た
諸
論
考
を
十
分
に
評
価
す
る
た
め
に
も
、
こ
う
し
た
脈
絡
に
置
換

し
つ
つ
も
定
位
し
な
お
し
た
い
の
だ
が
、
は
た
し
て
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

筆
者
の

関
心
も
じ
つ
の
と
こ
ろ
、
山
路
の
所
説
を
受
け
と
め
た
も
の
に
ほ
か
な
ら

な

い
。
筆
者
は
か
つ
て
中
世
の
祭
礼
芸
能
に
淵
源
し
て
い
な
が
ら
今
日
で
も
福
井
県

の

若
狭
地
方
に
伝
承

さ
れ
て
い
る
王
の
舞
を
と
り
あ
げ
、
若
干
の
論
考
を
発
表
し
て

い

る
。
そ
こ
で
は
山
路
に
な
ら
い
、
ひ
と
ま
ず
王
の
舞
の
芸
能
史
的
位
相
を
解
明
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
7
）

る
試
み
を
と
お
し
て
祖
型
を
抽
出
し
た
。
本
稿
で
は
く
わ
し
く
ふ
れ
る
わ
け
に
も
い

か

な
い
の
で
、
関
心
の
所
在
の
み
紹
介
し
た
い
。

　
　

こ
の
場
合
の
主
た
る
関
心
は
、
王
の
舞
が
あ
る
地
域
に
受
容
さ
れ
た
時
に
如
何

　
　
な
る
変
容
を
体
験
し
た
の
か
、
そ
の
過
程
を
具
体
的
に
検
証
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　
　
そ
れ

は
、
あ
る
地
域
に
お
い
て
王
の
舞
が
ど
の
よ
う
に
存
在
し
得
た
の
か
、
そ

　
　
し
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
与
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
を
跡
づ
け
る
試
み
で
あ
る

　
　
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。
但
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
変
容
を
見
定
め
る
た
め
に
は
、

　
　
分
母
に
相

当
す
る
王
の
舞
の
総
量
を
把
握
せ
ね
ぽ
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
個
々
に

　
　
独
自
の
論
理
を
有
す
る
地
域
の
中
で
王
の
舞
が
変
容
し
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
を
つ

　
　
か
み
出
す
た
め
に
は
、
共
通
の
前
提
と
し
て
、
王
の
舞
な
る
も
の
の
理
解
が
欠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
8
）

　
　

か

せ
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
筆
者
の
関
心
は
王
の
舞
の
祖
型
を
指
標
と
し
て
用
い
な
が
ら
、
個
々

の

民
俗
社
会
に
お

け

る
王
の
舞
を
照
射
す
る
と
こ
ろ
に
お
も
む
い
た
。
す
な
わ
ち
、

王
の

舞
が
民
俗
社
会
に
伝
播
し
て
定
着
し
た
結
果
と
し
て
、
ど
う
変
容
し
て
い
っ
た

の

か
を

測
定
、
そ
の
消
息
に
個
々
の
民
俗
社
会
に
お
け
る
論
理
を
発
見
し
よ
う
と
し

　
　
　
　
（
7
9
）

た

わ
け
で
あ
る
。
や
は
り
く
わ
し
く
紹
介
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
王
の
舞
に

体
現

さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
民
俗
的
世
界
観
の
構
造
を
分
析
す
る
試
み
が
、

そ

の

具
体
的
な

実
践
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
心
を
構
成
す
る
論
考
の
冒
頭
、
筆
者
は
つ

ぎ
の
よ
う
な
視
座
を
し
め
し
て
い
る
。
山
路
の
所
説
を
反
錦
し
て
い
る
だ
け
か
も
し

れ

な
い
が
、
あ
ら
た
め
て
書
き
つ
け
て
お
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
　
従
来
、
民
俗
芸
能
は
民
俗
的
心
性
が
直
接
的
に
具
象
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
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民俗芸能研究における「地域」

　
　

る
認
識
が
、
や
や
も
す
れ
ぽ
無
批
判
に
共
有
さ
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
よ
う
に

　
　
思

う
。
勿
論
、
純
粋
に
民
俗
か
ら
自
生
し
た
芸
能
の
存
在
は
可
能
性
と
し
て
否

　
　
定
で
き
な
い
が
、
本
稿
で
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
設
定
さ
れ
た
こ
の
種
の
イ
デ
オ

　
　
ロ

ギ

ー
に
は
少
な
く
と
も
従
わ
な
い
。
し
ば
し
ぽ
歴
史
的
事
実
に
離
反
し
な
が

　
　

ら
も
、
そ
れ
を
隠
蔽
し
抑
圧
的
に
機
能
す
る
危
険
を
孕
ん
だ
言
説
は
、
民
俗
芸

　
　
能
研
究
に

と
っ
て
必
ず
し
も
有
益
に
は
働
か
な
い
と
考
え
る
。
／
但
し
、
あ
る

　
　
芸
能
が
伝
播

し
た
結
果
と
し
て
民
俗
芸
能
を
把
握
す
る
理
解
は
、
決
し
て
民
俗

　
　
を

過
少
評
価
す

る
姿
勢
に
は
繋
が
ら
な
い
と
あ
ら
か
じ
め
明
言
し
て
お
か
ね
ぽ

　
　

な
ら
な
い
。
芸
能
の
形
式
自
体
は
外
部
か
ら
挿
入
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が

　
　
未
だ

無
定
形

な
民
俗
的
心
性
に
明
確
な
か
た
ち
を
与
え
て
い
っ
た
点
は
特
に
強

　
　
調

さ
れ
て
良
い
だ
ろ
う
。
や
が
て
か
た
ち
は
、
あ
る
地
域
に
受
容
さ
れ
た
時
に
、

　
　
地
域
の
要
請
に
応
え
る
べ
く
様
々
に
変
形
か
つ
意
味
づ
け
さ
れ
て
い
く
。
だ
か

　
　

ら
、
そ
の
変
容
の
度
合
を
芸
能
と
い
う
身
体
的
な
表
現
の
中
に
探
っ
て
み
る
こ

　
　

と
で
、
逆
に
あ
る
地
域
に
潜
在
す
る
民
俗
的
心
性
が
リ
ア
ル
に
浮
か
び
上
が
っ

　
　
て

く
る
の
で
は
な
い
か
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ぽ
、
民
俗
芸
能
を
あ
る
地
域
の

　
　
抱
え
る
独
自
の
論
理
が
身
体
化
さ
れ
投
影
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
読
む
視
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
0
）

　
　
が
成
立

し
得
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

と
い
っ
て
も
、
筆
者
の
試
み
は
あ
く
ま
で
も
個
々
の
民
俗
社
会
に
お
け
る
王
の
舞

を

対
象
に
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
「
地
域
」
を
い
さ
さ
か
固
定
的
に
理
解
し

て

い
た

き
ら
い
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
試
み
は
個
々

の

民
俗
社
会
の

み

な
ら
ず
、
植
木
の
い
う
圏
域
を
単
位
と
し
て
な
さ
れ
て
も
い
い
は

　
　
（
8
1
）

ず
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
、
筆
者
の
論
考
に
し
て
も
山
路
の
所
説
の
延
長
線
上
に
あ
り

な
が
ら
、
変
容
を
あ
っ
か
う
さ
い
に
は
植
木
の
所
説
か
ら
触
発
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
少

な
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以

上
、
若
干
ま
わ
り
く
ど
く
論
述
し
て
き
た
が
、
民
俗
芸
能
研
究
に
お
け
る
「
地

域
」
を
主
題
化
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
も
っ
て
民
俗
芸
能
の
伝
播
と
変
容
に
注
目
し

な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
限
定
さ
れ
た
「
地
域
」
に
お
け
る

自
然
的
な
伝
播
が
二
次
的
な
も
の
で
あ
っ
た
消
息
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
き
た
よ
う
に

思
わ
れ

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従
来
の
民
俗
芸
能
研
究
は
多
く
の
ば
あ
い
、
民
俗

芸
能
を

そ
の

よ
う
な
二
次
的
な
伝
播
の
み
に
よ
っ
て
あ
ら
し
め
ら
れ
た
も
の
と
み
な

す
錯
誤
を

犯

し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
限
定
さ
れ
た
「
地
域
」
に
お
け
る
自
然
的
な
伝
播
が
あ
く
ま
で

も
二
次
的
な
も
の
で
あ
っ
た
消
息
は
、
民
俗
芸
能
研
究
に
と
っ
て
必
ず
し
も
嘆
か
わ

し
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
じ
つ
の
と
こ
ろ
民
俗
芸
能
に
お
け
る
変
容
の
諸
相
に

深
く
か
か
わ
っ
て
お
り
、
民
俗
芸
能
の
地
域
的
位
相
を
し
め
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
節
で
論
述
し
て
き
た
の
は
、
民
俗
芸
能
の
地
域
的
位
相
を
解
明
す

る
試
み
に
む
か
う
手
前
に
あ
っ
て
、
ぜ
ひ
と
も
処
理
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

課
題
の
所
在
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
試
み
に
一
定
の
成
功
を
も
た
ら
す
た
め
に

も
、
芸
能
の
祖
型
を
指
標
と
し
て
用
い
な
が
ら
変
容
の
諸
相
を
照
射
す
る
方
法
が
益

す

る
と
こ
ろ
は
、
や
は
り
き
わ
め
て
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

五
　
構
成
さ
れ
る
「
地
域
」

よ
う
や
く
民
俗
芸
能
研
究
に
お
け
る
「
地
域
」
を
主
題
化
す
る
た
め
に
も
と
め
ら
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れ

る
べ
き
、
い
わ
ば
足
腰
が
き
ま
っ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
前
述
し
て
き

た
課
題
を

く
ぐ
り
ぬ
け
た
以
降
、
民
俗
芸
能
の
地
域
的
位
相
を
解
明
す
る
試
み
と
し

て
、
い
か
な
る
具
体
的
な
実
践
が
あ
り
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
い
さ
さ
か

唐
突

か

つ
余
談
め
く
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
地
域
」
　
の
範
囲
を
ど
う
設
定
す
る
の
か

と
い
う
問
い
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
か
つ
て
宮
田
登
が
提
唱
し
た
地
域
民
俗
学
の

視
座
に

も
一
言
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
宮
田
は
地
域
民
俗
学
の
構
想
に
つ
い
て
、
つ
ぎ

の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
こ

れ
は
限
定
さ
れ
た
地
域
社
会
に
展
開
す
る
民
俗
の
分
析
に
あ
た
る
わ
け
で
、

　
　
当
該
地
域
に
関
す
る
モ
ノ
グ
ラ
フ
を
完
成
さ
せ
て
、
こ
れ
を
軸
と
し
て
、
民
間

　
　
伝
承
の
諸
タ
イ
プ
を
か
ら
み
合
わ
せ
て
記
述
す
る
も
の
、
別
言
す
る
と
、
郷
土

　
　
の
輪
郭
を

明
確
に
さ
せ
、
郷
土
文
化
の
型
を
析
出
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

　
　

る
。
こ
の
場
合
、
民
俗
を
構
造
的
に
と
ら
え
る
か
、
歴
史
的
に
と
ら
え
る
の
か

　
　
は

ま
だ
判
然
と
し
て
い
な
い
が
、
民
俗
誌
に
記
述
さ
れ
る
場
合
は
、
ま
ず
構
造

　
　
的
に
把
握
さ
れ
る
民
俗
の
型
を
指
摘
で
き
る
か
ど
う
か
が
焦
点
に
な
る
こ
と
と

　
　
考

え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
む
し
ろ
非
歴
史
的
な
実
態
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
わ
け

　
　
だ

が
、
そ
の
観
点
は
む
し
ろ
民
俗
学
上
の
操
作
と
し
て
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ

　
　

て
、
あ
え
て
否
定
す
る
必
要
も
な
い
。
重
要
な
こ
と
は
、
こ
れ
を
次
の
段
階
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
2
）

　
　

ど
の
よ
う
な
方
法
で
、
歴
史
的
に
再
構
成
す
べ
き
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
宮
田

の

所
説
は
方
法
の

可
能
性
を

提
言

し
た
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
正
直
な

話
そ

こ
に
は
文
意
を
よ
く
つ
か
め
な
い
箇
所
も
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
さ
し
ず
め
筆

老
の
試
み
は
「
民
俗
を
構
造
的
に
と
ら
え
る
」
も
の
に
含
ま
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い

が
、
そ
の
栄
誉
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
で
あ
る
。
民
俗
誌
の
作
成
を
主
要
な
目
的

と
み
な
す
地
域
民
俗
学
は
、
は
た
し
て
「
地
域
」
を
い
か
な
る
も
の
と
し
て
設
定
し

よ
う
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
筆
者
は
、
民
俗
誌
の
作
成
が
、
郷
土
研
究
と
し
て
の
民
俗
学
の
主
要
目
的
だ
と

　
　
考

え
、
地
方
史
研
究
と
の
協
力
に
よ
り
、
こ
れ
を
地
域
民
俗
学
と
し
て
位
置
づ

　
　
け
る
必
要
性
を
考
え
る
も
の
だ
が
、
そ
の
場
合
民
俗
誌
の
対
象
地
域
の
設
定
が
、

　
　
何

よ
り
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
単
純
な
行
政
村
、
あ
る
い
は
自
然

　
　
村
だ
け

で
割

り
切
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
予
想
外
に
民
俗
が
有
機
的
関
連
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
3
）

　
　
っ
て
結
び
つ
く
地
域
圏
の
存
在
が
あ
る
よ
う
だ
。

　
い
わ
ゆ

る
地
域
民
俗
学
的
発
想
は
大
月
隆
寛
に
よ
っ
て
近
年
き
び
し
く
も
同
情
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
4
）

な
論
調
で
批
判
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
本
稿
で
は
ひ
と
ま
ず
「
地
域
」
の
範

囲
を

可
変
的
に
設
定
し
う
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
視
座
を
評
価
し
て
お
き
た
い
。

し
か
も
、
宮
田
は
そ
の
可
能
性
を
し
め
す
好
例
を
あ
げ
、
「
具
体
的
に
一
つ
は
、
精

神
的
軸
の
存
在
を
予
想
し
て
の
神
社
祭
祀
圏
で
あ
り
、
そ
れ
も
た
ん
に
村
の
鎮
守
の

氏

神
祭
祀
圏
で
規
制
さ
れ
る
以
上
の
広
が
り
も
予
想
さ
れ
て
い
る
」
、
「
次
に
は
、
経

済
的
軸
に

あ
た
る
生
業
構
造
の
あ
り
様
か
ら
の
規
制
さ
れ
る
地
表
で
あ
り
、
こ
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
5
）

現
実
に
い
く
つ
か
の
民
俗
儀
礼
を
特
徴
づ
け
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
う
る
」
と
い

う
の
で
あ
る
。

　
民
俗
芸
能
研
究
の

領
域
で

は

し
つ
こ
く
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
そ
の
手
前
に
あ
っ

て

芸
能
史
の

動
態
的
な
構
造
を
視
野
に
お
さ
め
て
お
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
が
、

だ

か

ら
と
い
っ
て
宮
田
の
所
説
が
し
め
す
可
能
性
じ
た
い
を
も
無
視
し
て
し
ま
う
わ

け
に
は
い
か
な
い
。
じ
っ
さ
い
、
民
俗
芸
能
研
究
は
筆
者
の
試
み
を
含
め
て
、
や
や

も
す
れ
ば
「
地
域
」
を
単
位
と
し
て
組
織
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
な
く
も
な
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い

か

ら
、
「
地
域
」
を
可
変
的
に
設
定
す
る
宮
田
の
所
説
に
触
発
さ
れ
る
べ
き
と
こ

ろ
も
け
っ
し
て
少
な
く
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
た
視
座
は
民
俗
芸
能
研
究
の
領

域
に

も
わ
ず
か
な
が
ら
う
か
が
わ
れ
る
。
あ
ら
た
め
て
三
隅
の
所
説
を
参
照
し
て
い

た
だ
き
た
い
。

　

三
隅
が
練

り
獅
子
を
あ
つ
か
う
さ
い
に
長
野
県
伊
那
地
方
を
「
地
域
」
と
し
て
設

定

し
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
そ
の
一
帯
に
練
り
獅
子
舞
が
集
中
的
に
分
布
す
る

か

ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
事
態
を
う
な
が
し
た
第
一
の
要
因

と
し
て
、
三
隅
は
練
り
獅
子
に
対
す
る
人
々
の
熱
情
を
あ
げ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ

た

か
。
す
な
わ
ち
、
き
わ
め
て
挑
発
的
な
態
度
を
も
っ
て
、
「
民
俗
芸
能
は
、
信
仰

を
第
一
の
依
り
ど
こ
ろ
に
伝
承
さ
れ
る
と
い
う
が
、
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
芸
能

が

生
活
の

中
に
く
い
入
る
一
過
程
で
あ
っ
て
、
究
極
に
は
、
芸
能
を
芸
能
と
し
て
享

受
す
る
美
の
情
熱
が
芸
能
の
生
気
あ
る
展
開
を
可
能
に
す
る
」
と
書
き
つ
け
て
い
た

の

で

あ
る
。
こ
う
し
た
所
説
は
筆
老
の
み
る
と
こ
ろ
、
あ
ら
か
じ
め
「
地
域
」
を
前

提

し
て
し
ま
う
発
想
を
根
本
的
に
転
換
さ
せ
る
契
機
を
含
む
も
の
で
あ
る
。

　
考

え
て
も
み
た
い
。
こ
こ
に
は
民
俗
芸
能
の
持
つ
特
異
な
性
格
、
つ
ま
り
人
々
の

熱
情
を

喚
起
す
る
と
い
う
性
格
が
十
分
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ぽ
あ
い
、

「
地
域
」
は
民
俗
芸
能
に
対
す
る
人
々
の
熱
情
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

も
は
や
結
果
の
ひ
と
つ
で
し
か
な
い
。
と
り
わ
け
三
隅
が
あ
げ
る
「
個
人
の
力
」
や

　
　
　
（
8
6
）

「
異
常
人

物
」
と
い
う
問
題
系
は
、
「
地
域
」
を
単
位
と
し
て
組
織
さ
れ
が
ち
で
あ

っ

た
民
俗
芸
能
研
究
を

相
対
化

し
て
、
ま
っ
た
く
異
な
る
地
平
に
拉
致
し
て
し
ま
い

か
ね
な
い
。
一
二
隅
は
い
う
。

　
　
民

謡
に
せ
よ
、
民
俗
的
な
舞
踊
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
の
維
持
・
伝
承
に
あ
た
っ
た

　
　

の

は
、
村
な
ら
村
、
部
落
な
ら
部
落
と
い
っ
た
地
域
共
同
体
全
員
で
あ
る
と
す

　
　

る
の
が
通
説
だ
が
、
し
か
し
実
際
に
は
、
住
民
全
部
が
つ
ね
に
同
等
の
芸
能
伝

　
　

承
の
能
力
や
情
熱
を
も
っ
て
い
た
と
は
、
い
え
な
い
。
か
な
ら
ず
そ
の
中
に
は
、

　
　
花

田
植
の
歌
大
工
に
似
た
、
抜
群
の
才
能
を
も
つ
者
、
情
熱
を
も
つ
者
が
い
て
、

　
　
そ

れ
が
煽
動

し
て
、
部
落
の
芸
能
を
活
気
あ
る
も
の
に
し
た
の
で
あ
る
。
だ
か

　
　

ら
、
そ
う
し
た
者
の
い
な
い
所
で
は
、
芸
能
は
急
速
に
冷
却
し
、
伝
承
を
枯
渇

　
　
　
　
　
　
（
8
7
）

　
　

さ
せ
て
し
ま
う
。

　
民
俗
芸
能
が
地
域
的
制
約
を
逸
脱
し
て
し
ま
う
位
相
を
持
っ
て
い
る
の
だ
と
し
た

ら
、
「
地
域
」
は
民
俗
芸
能
研
究
に
と
っ
て
事
後
的
な
説
明
の
範
囲
に
属
し
て
お
り
、

し
た
が
っ
て
あ
く
ま
で
も
二
次
的
な
関
心
に
す
ぎ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば

む

し
ろ
、
民
俗
芸
能
を
上
演
す
る
当
事
者
や
そ
の
演
技
に
お
け
る
実
際
を
問
う
視
座

が

要
請

さ
れ
て
然
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
山
路
も
民

俗
芸
能

と
い
う
術
語
の
概
念
に
ふ
れ
な
が
ら
、
民
俗
芸
能
の
性
格
に
つ
い
て
こ
う
述

べ
て

い
る
。

　
　

こ
の
用
語
が
使
い
出
さ
れ
た
最
初
の
頃
は
、
民
俗
芸
術
と
か
郷
土
舞
踊
と
か
呼

　
　
ば

れ
、
そ
の
後
に
郷
土
芸
能
と
い
う
用
語
を
経
て
民
俗
芸
能
と
い
わ
れ
る
よ
う

　
　
に

な
っ
た
。
そ
の
背
後
に
郷
土
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
た
よ
う
に
、
一
つ
に

　
　
は
中
央
に
あ
る
以
外
の
芸
能
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ

　
　
ろ

う
。
し
か
し
そ
う
い
う
地
域
性
よ
り
、
民
俗
芸
能
の
芸
能
的
特
色
の
第
一
は
、

　
　
そ
の
演
者
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
現
在
職
業
芸
能
者
に
よ
り
舞

　
　
台
芸
能
と
し
て
確
立
し
て
い
る
以
外
の
伝
承
芸
能
と
い
う
定
義
が
で
き
る
。
そ

　
　
の

大
部
分

は
、
常
民
自
身
が
演
じ
る
芸
能
で
、
芸
態
が
同
じ
で
も
、
専
門
芸
能
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者
が

演

じ
る
歌
舞
伎
は
民
俗
芸
能
で
は
な
い
が
、
常
民
が
祭
礼
な
ど
の
場
で
演

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
8
）

　
　
じ
れ
ば
民
俗
芸
能
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。

　
山
路
の
い
う
地
域
性
は
残
念
な
が
ら
、
通
俗
的
な
用
法
の
範
囲
を
出
て
い
な
い
が
、

民
俗
芸
能
の
特
異
な
性
格
を
演
者
に
も
と
め
て
い
る
と
こ
ろ
に
注
目
し
た
い
。
民
俗

芸
能
研
究
に
お
け
る
「
地
域
」
に
し
て
も
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
そ
の
よ
う
な
地
平
か
ら

照
射

さ
れ
る
べ
き
主
題
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
演
者
や
演
技
の
実
際
か
ら

「
地
域
」
を
問
い
な
お
す
試
み
は
け
っ
し
て
多
く
な
い
が
、
近
年
に
な
っ
て
発
表
さ

れ
た
森
尻
純
夫

と
久
保
田
裕
道
の
論
考
が
ど
ち
ら
も
早
池
峰
の
山
伏
神
楽
を
あ
つ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
9
）

い
な

が

ら
、
こ
う
し
た
試
み
に
着
手
し
て
い
る
。

　

じ
っ
さ
い
、
早
池
峰
の
山
伏
神
楽
は
そ
の
存
在
形
態
か
ら
し
て
、
演
者
や
演
技
の

実
際
と
「
地
域
」
の
か
か
わ
り
を
彷
彿
と
さ
せ
て
く
れ
る
。
代
表
的
な
民
俗
芸
能
と

し
て
あ
ま
り
に
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
あ
ら
た
め
て
概
要
を
紹
介
す
る
必
要

も
な
か
ろ
う
が
、
ひ
と
つ
だ
け
ふ
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
両

者

と
も
く
わ
し
く
論
述
し
て
い
る
よ
う
に
、
早
池
峰
の
山
伏
神
楽
は
か
つ
て
巡
業
と

い

う
上
演
形
態
を
採
用
し
て
お
り
、
山
伏
神
楽
に
対
す
る
人
々
の
熱
情
が
そ
の
「
巡

　
（
9
0
）

演

域
」
に
表
象
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
も
想
定
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
「
地
域
」
は

こ
の
ば
あ
い
、
あ
ら
か
じ
め
ゆ
る
ぎ
な
く
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し

ろ
巡
業
す
る
行
為
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
何
も
の
か
、
な
の
で
あ
っ
た
。

　

と
り
わ
け
久
保
田
の
論
考
は
「
具
体
的
に
芸
能
と
地
域
と
の
ど
の
よ
う
な
関
連
を

見

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
俗
芸
能
の
地
域
性
を
捉
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う

か
」
と
問
い
か
け
な
が
ら
、
「
ま
ず
芸
能
を
規
制
す
る
（
あ
る
い
は
そ
の
逆
）
と
は
ど

の

よ
う
な
領
域
を
指
す
の
か
、
そ
の
枠
の
設
定
に
つ
い
て
山
伏
神
楽
を
例
と
し
て
考

　
（
9
1
）

え
て
み
」
る
も
の
で
あ
る
。
題
し
て
「
山
伏
神
楽
を
め
ぐ
る
地
域
－
早
池
峰
大
償

を

中
心
と
し
て
l
」
。
し
た
が
っ
て
、
久
保
田
は
山
伏
神
楽
を
め
ぐ
る
「
地
域
」
を

設
定
す

る
可
能
性
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
巡
業
に
ま
つ
わ
る
「
地
域
」
を
想
定
し
て
い

た

わ
け

で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
視
座
は
演
老
や
演
技
の
実
際
か
ら
「
地
域
」
を
問
い
な
お
す
も
の
で
あ

り
、
し
か
も
あ
ら
か
じ
め
「
地
域
」
を
前
提
し
て
し
ま
う
発
想
を
根
本
的
に
転
換
さ

せ

る
契
機
を
含
む
も
の
と
し
て
き
わ
め
て
興
味
深
い
。
久
保
田
は
「
民
俗
芸
能
に
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
2
）

っ

て

の

地
域
性
も
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
い
っ
て
い
る
が
、

も
し
も
そ
う
だ
と
し
た
ら
従
来
の
地
域
性
論
じ
た
い
か
ら
し
て
批
判
的
に
検
討
も
し

く
は
再
編
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
だ
け
別
の
論
考
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
3
）

み
て

お

き
た
い
。
久
保
田
は
山
路
の
論
考
を
参
照
し
な
が
ら
、
ま
ず
も
っ
て
山
伏
神

楽
の
芸
能
史
的
位
相
を
視
野
に
お
さ
め
て
い
る
。

　
　
例

え
ば
、
本
稿
で
は
山
伏
神
楽
を
扱
う
が
、
山
伏
神
楽
の
祖
形
は
中
央
に
あ
っ

　
　

て
、
そ
れ
が
中
世
期
に
東
北
地
方
に
運
ぽ
れ
て
き
た
も
の
だ
と
さ
れ
る
。
そ
し

　
　
て

中
央
か
ら
伝
播
さ
れ
て
き
た
も
の
が
、
そ
の
土
地
に
根
づ
く
過
程
で
様
々
な

　
　
ア

レ

ン

ジ

が

加

わ

り
、
い
く
つ
も
の
系
統
が
成
立
す
る
。
日
本
海
側
で
は
番
楽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

　
　

と
い
う
の
も
、
そ
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。

　

と
い
っ
て
も
、
久
保
田
の
関
心
は
け
っ
し
て
山
伏
神
楽
の
芸
能
史
的
位
相
に
む
け

ら
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
「
そ
の
山
伏
神
楽
を
得
た
ム
ラ
毎
の
個
別
的
な
変
化
で
あ

り
、
そ
の
変
化
を
通
し
て
産
み
出
さ
れ
た
芸
能
と
そ
の
ム
ラ
の
民
俗
と
の
結
び
つ
き

　
　
　
　
（
5
9
）

を
探
る
こ
と
」
を
め
ざ
す
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
視
座
は
前
述
し
た
筆
者
の
試
み
に

も
通
底
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
具
体
的
な
実
践
を
民
俗
芸
能
研
究
の
領
域
に
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民俗芸能研究における「地域」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
6
）

も
と
め
る
の
は
今
日
で
も
結
構
む
ず
か
し
い
か
ら
、
い
く
ら
強
調
し
て
も
強
調
し
す

ぎ
る
も
の
で
も
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
久
保
田
に
は
ぜ
ひ
と
も
変
容
の
諸
相
を
個
々
の
民
俗
社
会
に
の

み

も
と
め
た
筆
者
の
試
み
を
批
判
的
に
超
克
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
芸

能
と
ム
ラ
の
民
俗
の
か
か
わ
り
を
あ
つ
か
っ
て
い
る
つ
も
り
で
も
、
巡
業
す
る
山
伏

神
楽
に
対
す
る
人
々
の
熱
情
は
久
保
田
を
ム
ラ
の
外
部
に
拉
致
す
る
の
み
な
ら
ず
、

や
が
て

民
俗
芸
能
研
究
に
お
け

る
「
地
域
」
と
い
う
逆
説
的
な
問
い
の
所
在
を
し
め

し
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

六

　
お
わ
り
に

　
民
俗
芸
能
研
究

に
お

け
る
「
地
域
」
を
主
題
化
す
る
た
め
に
、
縷
々
述
べ
て
き
た
。

迂
回

路
が

多
す
ぎ
て
論
述
が
い
さ
さ
か
錯
綜
し
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
結

果

と
し
て
か
く
も
困
難
な
問
い
の
所
在
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
奇
し
く
も
山
路
は
こ
う
述
べ
て
い
た
。

　
　
民
俗
の

諸
伝
承
の

中
で
、
　
一
見
も
っ
と
も
具
体
性
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
や
す
い

　
　
芸
能
伝
承
が
、
そ
の
表
現
の
多
様
性
ゆ
え
に
、

　
　
以
外
の
要
素
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
7
）

　
　
遅
れ
て

い

る
こ
と
を
告
白
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
い

さ
さ
か
批
判
め
い
た
山
路
の
告
白
に
し
て
も
、

能
の

特
異

な
性
格
に
根
ざ
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

ま
た
芸
能
自
身
が
多
分
に
民
俗

民
俗
学
的
方
法
に

よ
る
研
究
が

俗
芸
能
が
人
々

の

熱
情
を
喚
起
す
る
も
の
で
あ
っ
た
消
息
を
し
め
し
て
お
り
、

本
稿
が
論
述
し
て
き
た
民
俗
芸

「
そ
の
表
現
の
多
様
性
」
は
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
民

俗
以

外
の
要
素
」
は
民
俗
芸
能
が
芸
能
史
的
位
相
を
持
っ
て
い
た
消
息
を
し
め
し
て

い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。
民
俗

芸
能
研
究

に
お

け

る
「
地
域
」
を
主
題
化
す
る
ば
あ
い
に
あ
っ
て
も
、
ま
ず
も
っ
て

こ
う
し
た
消
息
を
視
野
に
お
さ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
本
稿
に

終
幕

を
も
た
ら
す
べ
く
、
以
下
に
そ
の
付
置
連
関
を
要
約
し
て
お
き
た
い
。

　
民
俗
芸
能
研
究
の
「
地
域
」
に
対
す
る
入
射
角
を
測
定
す
る
た
め
に
民
俗
学
で
い

う
地
域
性
論
を
と
り
あ
げ
た
ぽ
あ
い
、
あ
る
奇
妙
な
偏
向
に
気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
民
俗
芸
能
研
究
は
い
か
な
る
脈
絡
か
ら
も
、
地
域
差
と
地
域
性
を
主
要
な
課

題

と
し
て
位
置
づ
け
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
筆
者
の
み
た
と
こ
ろ
、
民
俗
芸

能
の

地
域
差
が

し
ぼ
し
ば
伝
播
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
結
果
と
し
て
十
全
に
説
明

さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
っ
た
。
民
俗
芸
能
は
ど
う
や
ら
地
域
性
論
に
ふ
さ
わ
し
く

な
い
、
つ
ま
り
地
域
性
に
規
定
さ
れ
に
く
い
対
象
で
あ
る
ら
し
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
伝
播
が
民
俗
芸
能
の
地
域
差
を
も
た
ら
す
も
の
だ
と
し
て
も
、

自
然
的
な
伝
播
の
み
を
も
っ
て
民
俗
芸
能
の
諸
相
を
説
明
し
て
し
ま
っ
て
い
い
も
の

か
。
ひ
と
た
び
民
俗
芸
能
の
芸
能
史
的
位
相
を
視
野
に
お
さ
め
た
ら
、
民
俗
芸
能
が

組
織
的
な
伝
播
に
よ
っ
て
当
該
地
域
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
消
息
を
無
視

す

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
民
俗
芸
能
の
地
域
的
位
相

は
む

し
ろ
芸
能
の
祖
型
を
指
標
と
し
て
用
い
る
試
み
に
よ
っ
て
浮
か
び
あ
が
る
、
い

わ
ば
変
容
の
諸
相
に
こ
そ
も
と
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
そ

の
ぽ
あ
い
、
「
地
域
」
は
必
ず
し
も
個
々
の
民
俗
社
会
に
か
ぎ
ら
な
い
。
「
地
域
」

は
対
象
の
持
つ
性
格
に
そ
く
し
な
が
ら
、
あ
く
ま
で
も
可
変
的
に
設
定
さ
れ
て
然
る

べ
き
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
民
俗
芸
能
に
ま
つ
わ
る
「
地
域
」
は
民
俗
芸
能
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に
対
す

る
人
々
の
熱
情
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。
「
地
域
」

は

じ
つ
の
と
こ
ろ
、
人
々
の
熱
情
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
結
果
の
ひ
と
つ
で
し
か

な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
視
座
は
演
者
や
演
技
の
実
際
か
ら
「
地
域
」

を

問
い

な
お
す
も
の
で
あ
り
、
あ
ら
か
じ
め
「
地
域
」
を
前
提
し
て
し
ま
う
発
想
を

根

本
的
に
転
換
さ
せ
る
契
機
た
り
う
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
民
俗
芸
能
の
地
域

性
が
そ

こ
か
ら
得
ら
れ
る
も
の
だ
と
し
た
ら
、
地
域
性
論
じ
た
い
批
判
的
に
検
討
も

し
く
は
再
編
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
は
た
し
て
い
か

が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
か
く
し
て
、
本
稿
は
冒
頭
に
紹
介
し
た
千
葉
の
所
説
に
回
帰
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

「
民
俗
芸
能
の
成
立
母
体
を
は
な
れ
て
の
維
持
は
、
特
殊
な
条
件
、
と
く
に
社
会
的

な
安
定
と
連
帯
感
に
よ
っ
て
芸
術
的
価
値
観
を
み
た
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
き
わ
め

て

困
難
で
あ
る
」
と
い
う
千
葉
の
逆
説
的
な
表
現
は
、
民
俗
芸
能
の
持
つ
特
異
な
性

格
の
ひ
と
つ
を
よ
く
暗
示
し
て
お
り
、
か
つ
民
俗
芸
能
研
究
に
お
け
る
「
地
域
」
を

主
題
化
す

る
試
み
の
可
能
性
と
不
可
能
性
を
予
言
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
の
で

あ
る
。註（

1
）
　
千
葉
徳
爾
『
民
俗
と
地
域
形
成
』
、
風
間
書
房
、
一
九
六
六
年
、
三
五
頁
。

（
2
）
　
同
書
、
三
八
頁
。

（
3
）
　
岩
本
通
弥
「
解
説
」
『
千
葉
徳
爾
著
作
選
集
』
3
（
民
俗
の
地
域
的
展
開
）
、
東
京
堂

　
　
出
版
、
一
九
八
八
年
、
な
ら
び
に
松
崎
憲
三
「
民
俗
学
に
お
け
る
地
域
性
研
究
の
予
備

　
　
的
考
察
」
『
民
俗
学
の
進
展
と
課
題
』
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
〇
年
。

（
4
）
　
岩
本
通
弥
、
前
掲
論
文
、
三
三
五
頁
。

（
5
）
　
同
論
文
、
三
三
六
頁
。

（
6
）
　
た
と
え
ば
、
上
野
和
男
「
地
域
性
研
究
に
お
け
る
類
型
論
と
領
域
論
」
『
日
本
民
俗

　
　
社
会
の
基
礎
構
造
』
、
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
九
二
年
、
三
頁
、
に
は
「
日
本
社
会
な
い

　
　
し
日
本
文
化
の
地
域
性
研
究
（
地
域
性
論
）
と
は
、
日
本
の
社
会
・
文
化
の
地
域
的
な

　
　
多
様
性
を

前
提

と
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
単
一
の
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の

　
　
類
型

（
理
念
型
）
や
領
域
を
設
定
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
研
究
の
方
法
論
で
あ
」
り
、

　
　

「
単
な
る
各
地
域
ご
と
の
個
別
的
な
地
域
的
特
性
を
問
題
と
す
る
研
究
で
は
な
く
、
日

　
　
本
社
会

な
い
し
文
化
の
全
体
的
な
地
域
的
構
造
を
考
察
す
る
研
究
で
あ
る
」
と
さ
れ
て

　
　
い
る
。

（
7
）
　
岩
本
通
弥
、
前
掲
論
文
、
三
三
五
ー
三
三
七
頁
、
参
照
。

（
8
）
　
松
崎
憲
三
、
前
掲
論
文
、
七
〇
一
頁
、
に
は
「
“
文
化
人
類
学
の
大
雑
把
な
文
化
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
域
設
定
に

ょ
る
演
繹
的
方
法
”
対
〃
民
俗
学
の
帰
納
方
的
方
法
に
よ
る
緻
密
な
重
ね
合

　
　
わ
せ
式
区

分
”
」
と
い
う
、
露
骨
な
党
派
的
表
現
が
み
ら
れ
る
。
地
域
区
分
の
規
模
に

　
　
の
み
注
目
し
て
描
か
れ
た
図
式
じ
た
い
に
も
疑
義
を
呈
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ

　
　
う
し
た
図
式
を
提
示
し
て
お
き
な
が
ら
、
　
「
し
か
し
、
地
域
区
分
の
目
的
が
、
複
雑
極

　
　
ま
る
対
象
地
域
を
等
質
部
分
で
区
分
け
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
容
易
か
つ
客
観
的
に
ア

　
　
プ
ロ
ー
チ
を
可
能
に
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
文
化
人
類
学
の
方
法

　
　
か

ら
学
ぶ
べ
き
点
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
続
け
て
い
る
の
は
い
か

　
　
に
も
奇
妙
で
あ
る
。
地
域
区
分
の
技
術
論
を
挺
子
に
し
な
が
ら
二
系
統
の
地
域
性
論
を

　
　
連
帯
さ
せ
よ
う
と
す
る
松
崎
の
所
説
は
、
両
者
が
異
な
っ
た
目
的
を
持
っ
て
い
る
研
究

　
　
史
的
事
実
か
ら
眼
を
そ
む
け
て
問
題
を
矯
小
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
筆
者
と
し
て
は
と

　
　
う
て
い
承
服
し
が
た
い
。

（
9
）
　
大
林
太
良
「
日
本
文
化
の
地
域
性
を
め
ぐ
っ
て
1
文
化
領
域
設
定
の
た
め
の
予
備

　
　
的
考
察
ー
」
『
列
島
の
文
化
史
』
1
、
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、
一
九

　
　
八
四
年
、
二
〇
五
頁
。

（
1
0
）
　
た
と
え
ば
、
千
葉
徳
爾
「
民
俗
の
地
域
差
と
地
域
性
」
『
日
本
歴
史
論
究
』
考
古
学
・

　
　
民
俗
学
編
、
文
雅
堂
銀
行
研
究
社
、
一
九
六
四
年
、
八
八
ー
八
九
頁
、
を
参
照
さ
れ
た

　
　
い
。

（
1
1
）
　
倉
田
正
邦
「
民
俗
芸
能
の
地
域
差
と
そ
の
基
盤
－
三
重
県
下
に
お
け
る
カ
ン
コ
踊

　
　
の

伝
承
に

つ
い
てi
」
『
日
本
民
俗
学
会
報
』
第
三
三
号
、
日
本
民
俗
学
会
、
一
九

　
　
六
四
年
。

（
1
2
）
　
同
論
文
、
四
五
－
四
六
頁
。

（
1
3
）
　
千
葉
徳
爾
『
民
俗
と
地
域
形
成
』
、
　
一
二
〇
頁
。

（
1
4
）
　
同
書
、
　
一
二
〇
ー
一
二
一
頁
。

74



民俗芸能研究における「地域」

（
1
5
）
　
長
岡
博
男
「
民
俗
の
地
域
差
－
加
賀
と
能
登
の
場
合
ー
」
『
日
本
民
俗
学
会
報
』

　
　
第
一
七
号
、
日
本
民
俗
学
会
、
一
九
六
一
年
。

（
1
6
）
　
同
論
文
、
四
頁
。

（
1
7
）
　
同
論
文
、
四
頁
。

（
1
8
）
　
千
葉
徳
爾
、
前
掲
書
、
　
一
一
六
頁
。

（
1
9
）
　
重
出
立
証
法
お
よ
び
周
圏
論
は
そ
れ
だ
け
で
研
究
史
が
成
立
す
る
ぐ
ら
い
、
い
ま
ま

　
　
で
に

も
し
ば
し
ば
論
議
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
一
部
始
終
を
網
羅
す
る
の
は
至
難
の
わ
ざ

　
　

な
の
で
、
さ
し
あ
た
っ
て
最
も
高
い
水
準
を
し
め
す
も
の
と
思
わ
れ
る
論
考
と
し
て
、

　
　
福
田
ア
ジ
オ
「
重
出
立
証
法
と
民
俗
学
」
お
よ
び
「
方
言
周
圏
論
と
民
俗
学
」
『
日
本

　
　
民
俗
学
方
法
序
説
』
、
弘
文
堂
、
　
一
九
八
四
年
、
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

（
2
0
）
　
柳
田
国
男
「
蝸
牛
考
」
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
第
十
八
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九

　
　
年
。

（
2
1
）
　
千
葉
徳
爾
『
地
域
と
伝
承
』
、
大
明
堂
、
一
九
七
〇
年
、
一
六
三
頁
。
な
お
余
談
に

　
　

な
っ
て
し
ま
う
が
、
こ
の
箇
所
を
そ
っ
く
り
写
し
た
と
し
か
思
わ
れ
な
い
表
現
が
、
松

　
　
崎
憲
三
、
前
掲
論
文
、
七
〇
二
ー
七
〇
三
頁
、
に
み
ら
れ
る
。
細
部
に
い
た
る
両
者
の

　
　
酷
似
は
い
っ
た
い
ど
う
し
た
わ
け
な
の
だ
ろ
う
か
、
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
る
。

（
2
2
）
　
小
野
重
朗
『
農
耕
儀
礼
の
研
究
』
、
弘
文
堂
、
一
九
七
〇
年
、
一
二
頁
。
こ
れ
も
余

　
　
談
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
や
は
り
松
崎
憲
三
、
前
掲
論
文
、
七
〇
三
－
七
〇
四
頁
、
に

　
　

は
、
小
野
の
『
農
耕
儀
礼
の
研
究
』
に
お
け
る
同
じ
箇
所
が
引
用
さ
れ
て
い
る
「
ら
し

　
　

い
」
の
だ
が
、
あ
り
う
べ
か
ら
ざ
る
改
変
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
松
崎
は
小

　
　
野
の
表
現
を
一
部
改
変
、
し
か
も
関
連
す
る
前
後
の
文
章
を
適
宜
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
て
、

　
　

ど
こ
に
も
な
い
文
章
を
創
作
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
小
野
の
所
説
を
要
約
し
た
も
の
と

　
　

し
て
紹
介
す
る
の
な
ら
ば
ま
だ
し
も
、
原
文
を
引
用
者
の
つ
こ
う
に
よ
っ
て
損
な
い
な

　
　
が

ら
引
用
文
の
体
裁
を
持
た
せ
て
掲
載
し
て
い
る
の
は
、
倫
理
的
に
み
て
も
け
っ
し
て

　
　
許
さ
れ
る
べ
き
態
度
で
は
な
い
。
注
（
6
）
や
注
（
1
9
）
と
も
あ
わ
せ
て
、
松
崎
の
論
考
に

　
　
は

看
過

し
が
た
い
問
題
が
多
々
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
2
3
）
　
小
野
重
朗
「
民
俗
地
図
に
よ
る
地
域
研
究
」
『
日
本
民
俗
学
』
第
＝
二
号
、
一
九

　
　
七
九
年
、
日
本
民
俗
学
会
、
三
七
頁
。

（
2
4
）
　
同
論
文
、
三
八
頁
。

（
2
5
）
　
同
論
文
、
四
〇
頁
。

（
2
6
）
　
た
と
え
ぽ
、
千
葉
徳
爾
「
民
俗
学
に
お
け
る
地
域
性
の
問
題
」
『
人
類
科
学
』
第
1
5
集

　
　
（
日
本
の
地
域
性
・
島
ー
佐
渡
田
）
、
新
生
社
、
一
九
六
三
年
、
九
一
頁
、
に
は
「
地
域

　
　
差
の

存

在
が
み
と
め
ら
れ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
地
域
性
の
ち
が
い
が
あ
る
可
能
性
が
あ

　
　

る
」
と
あ
る
。
あ
わ
せ
て
、
同
「
民
俗
の
地
域
差
と
地
域
性
」
、
九
二
ー
九
五
頁
、
に

　
　

の

る
「
従
来
の
民
俗
学
に
お
け
る
地
域
性
の
取
扱
い
」
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
7
）
　
同
『
民
俗
と
地
域
形
成
』
、
　
一
一
九
ー
一
二
〇
頁
、
参
照
。

（
2
8
）
　
事
例
研
究
と
し
て
は
、
小
野
重
朗
『
南
九
州
の
民
俗
文
化
』
、
法
政
大
学
出
版
局
、

　
　
一
九
九
〇
年
、
の
皿
「
南
九
州
の
地
域
性
」
に
数
篇
の
論
考
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ

　
　
の

う
ち
、
民
俗
芸
能
を
指
標
と
し
て
用
い
た
論
考
に
ソ
ラ
ヨ
イ
を
あ
つ
か
っ
た
「
草
被

　
　

り
神
と
地
域
性
」
、
八
月
踊
り
を
あ
つ
か
っ
た
「
竜
神
・
水
神
・
祖
霊
と
地
域
性
」
ほ

　
　

か
が

あ
る
が
、
い
ず
れ
も
地
域
性
論
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
2
9
）
　
小
野
重
朗
「
太
鼓
踊
小
論
」
『
日
本
民
俗
学
会
報
』
第
一
七
号
、
日
本
民
俗
学
会
、

　
　
一
九
六
一
年
。
こ
う
し
た
視
座
に
立
脚
し
な
が
ら
民
俗
芸
能
が
変
遷
し
て
い
っ
た
過
程

　
　
を

解
読
す
る
試
み
と
し
て
は
、
同
『
農
耕
儀
礼
の
研
究
』
に
数
篇
の
論
考
が
収
録
さ
れ

　
　
て

い

る
。
す
な
わ
ち
、
棒
踊
り
を
あ
つ
か
っ
た
「
柴
祭
と
打
植
祭
」
、
田
の
神
舞
を
あ

　
　
つ
か
っ

た

「
石
像

田
の
神
」
ほ
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
ず
れ
も
い
く
つ
か
設

　
　
定

さ
れ
た
指
標
の
ひ
と
つ
と
し
て
民
俗
芸
能
を
と
り
あ
げ
る
も
の
で
あ
り
、
民
俗
芸
能

　
　
の

み
を

あ
つ
か
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
3
0
）
　
同
「
太
鼓
踊
小
論
」
、
三
〇
頁
。

（
3
1
）
　
同
「
民
俗
分
布
の
同
心
圏
構
造
に
つ
い
て
」
『
現
代
日
本
民
俗
学
』
皿
、
三
一
書
房
、

　
　
参
照
。

（
3
2
）
　
小
島
美
子
・
小
柴
は
る
み
・
半
谷
宣
子
「
利
根
川
流
域
の
三
匹
シ
シ
舞
の
音
楽
的
系

　
　
譜
　
　
楽
器
の
分
布
を
中
心
に
ー
」
『
人
類
科
学
』
第
2
1
集
、
九
学
会
連
合
、
一
九

　
　
六
九
年
。

（
3
3
）
　
三
隅
治
雄
「
小
地
域
に
お
け
る
民
俗
芸
能
の
伝
播
と
分
布
　
　
長
野
県
飯
田
地
方
の

　
　
練

り
獅
子
を
中
心
に
ー
」
『
芸
能
の
科
学
』
5
（
芸
能
論
考
皿
）
、
平
凡
社
、
一
九
七

　
　
四
年
。

（
3
4
）
　
小
島
美
子
・
小
柴
は
る
み
・
半
谷
宣
子
、
前
掲
論
文
、
一
九
一
頁
。

（
3
5
）
　
同
論
文
、
二
〇
六
頁
。

（
3
6
）
　
山
路
興
造
「
三
匹
獅
子
舞
の
成
立
」
『
民
俗
芸
能
研
究
』
第
三
号
、
民
俗
芸
能
学
会
、

　
　
一
九
八
六
年
。

（
3
7
）
　
三
隅
治
雄
、
前
掲
論
文
、
五
六
頁
。

（
3
8
）
　
同
論
文
、
五
六
－
五
七
頁
。

（
3
9
）
　
同
論
文
、
六
四
頁
。
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（
4
0
）
　
た
と
え
ば
、
植
木
行
宣
「
民
俗
芸
能
分
布
試
論
－
丹
後
に
お
け
る
風
流
踊
を
め
ぐ

　
　
っ
て
ー
」
『
芸
能
史
研
究
』
第
五
十
四
号
、
藝
能
史
研
究
會
、
一
九
七
六
年
、
二
・

　
　
六
頁
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
4
1
）
　
三
隅
治
雄
『
芸
能
史
の
民
俗
的
研
究
』
、
東
京
堂
出
版
、
一
九
七
六
年
、
一
六
頁
。

（
4
2
）
　
同
「
日
本
民
俗
芸
能
系
譜
－
神
楽
・
田
楽
・
風
流
1
」
『
日
本
の
民
謡
と
民
俗

　
　
芸
能
』
、
音
楽
之
友
社
、
一
九
六
七
年
、
一
九
二
頁
。

（
4
3
）
　
西
角
井
正
大
『
民
俗
芸
能
入
門
』
、
文
研
出
版
、
八
二
頁
。

（
4
4
）
　
同
書
、
八
二
ー
八
四
頁
、
参
照
。

（
4
5
）
　
同
書
、
八
三
頁
。

（
4
6
）
　
同
書
、
八
三
頁
。

（
4
7
）
　
植
木
行
宣
、
前
掲
論
文
。

（
4
8
）
　
同
論
文
、
三
頁
。

（
4
9
）
　
同
論
文
、
四
頁
。

（
5
0
）
　
同
論
文
、
三
頁
。

（
5
1
）
　
同
論
文
、
六
頁
。

（
5
2
）
　
同
論
文
、
　
一
二
ー
一
三
頁
。

（
5
3
）
　
こ
う
し
た
推
測
は
、
同
「
田
楽
の
分
布
と
特
色
」
『
京
都
の
田
楽
調
査
報
告
書
』
、
京

　
　
都
府
教
育
委
員
会
、
一
九
七
八
年
、
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
5
4
）
　
同
「
民
俗
芸
能
分
布
試
論
－
丹
後
に
お
け
る
風
流
踊
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
、
四
頁
。

（
5
5
）
　
同
論
文
、
四
頁
。

（
5
6
）
　
千
葉
徳
爾
「
民
俗
の
周
圏
的
構
造
」
『
千
葉
徳
爾
著
作
選
集
』
1
（
民
俗
学
方
法
論

　
　

の

課
題
）
、
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
八
年
、
三
〇
五
頁
。

（
5
7
）
　
同
論
文
、
三
〇
五
頁
。

（
5
8
）
　
同
論
文
、
三
〇
七
頁
。

（
5
9
）
　
柳
田
国
男
、
前
掲
論
文
、
な
ら
び
に
千
葉
徳
爾
「
民
俗
周
圏
論
の
展
開
」
『
千
葉
徳

　
　

爾
著
作
選
集
』
1
（
民
俗
学
方
法
論
の
課
題
）
、
二
九
六
頁
、
参
照
。

（
6
0
）
　
福
田
ア
ジ
オ
「
方
言
周
圏
論
と
民
俗
学
」
、
一
九
四
ー
一
九
八
頁
、
参
照
。

（
6
1
）
　
同
論
文
、
一
九
七
頁
。

（
6
2
）
　
同
論
文
、
一
九
八
頁
。
あ
わ
せ
て
、
同
「
政
治
と
民
俗
－
民
俗
学
の
反
省
ー
」

　
　
『
日
本
民
俗
の
伝
統
と
創
造
』
、
弘
文
堂
、
一
九
八
八
年
、
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
6
3
）
　
千
葉
徳
爾
「
民
俗
の
周
圏
的
構
造
」
、
三
〇
四
頁
。

（
6
4
）
　
同
論
文
、
三
〇
五
頁
。

（
6
5
）
　
同
論
文
、
三
〇
六
－
三
〇
七
頁
。

（
6
6
）
　
た
と
え
ば
、
真
野
俊
和
「
民
間
信
仰
論
か
ら
民
俗
宗
教
論
へ
1
仏
教
民
俗
論
の
前

　
　
提

と
し
て
ー
」
『
日
本
遊
行
宗
教
論
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
、
を
参
照
さ
れ

　
　
た
い
。

（
6
7
）
　
た
と
え
ば
、
福
原
敏
男
「
祭
礼
を
飾
る
も
の
ー
一
つ
物
の
成
立
と
伝
播
1
」
『
国

　
　
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
四
六
集
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
一
九
九
三
年
、

　
　

な
ら
び
に
同
「
神
幸
の
列
見
－
御
旅
所
の
一
考
察
1
」
『
日
本
民
俗
学
』
第
一
九

　
　
二
号
、
日
本
民
俗
学
会
、
一
九
九
三
年
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
6
8
）
　
山
路
興
造
「
芸
能
伝
承
」
『
日
本
民
俗
学
』
、
弘
文
堂
、
一
九
八
四
年
、
一
七
四
ー
一

　
　
七
五
頁
。

（
6
9
）
　
同
論
文
、
一
八
五
頁
。

（
7
0
）
　
同
論
文
、
一
八
五
頁
。

（
7
1
）
　
同
論
文
、
　
一
八
六
ー
一
九
九
頁
、
参
照
。

（
7
2
）
　
い
ち
い
ち
紹
介
し
な
い
が
、
比
較
的
近
年
に
発
表
さ
れ
た
山
路
の
論
考
な
ら
ば
ど
れ

　
　
で

も
か
ま
わ
な
い
、
ぜ
ひ
と
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
7
3
）
　
山
路
、
前
掲
論
文
、
一
九
九
－
二
〇
〇
頁
。

（
7
4
）
同
「
三
匹
獅
子
舞
の
成
立
」
、
六
五
頁
。

（
7
5
）
同
「
修
正
会
の
変
容
と
地
方
伝
播
」
『
大
系
／
仏
教
と
日
本
人
』
7
（
芸
能
と
鎮
魂
）
、

　
　
春
秋
社
、
一
九
八
八
年
、
九
一
i
九
二
頁
。

（
7
6
）
　
そ
の
一
端
な
ら
ば
、
同
「
私
に
と
っ
て
の
民
俗
芸
能
研
究
の
現
在
」
『
正
し
い
民
俗

　
　
芸
能
研
究
』
第
○
号
、
ひ
つ
じ
書
房
、
一
九
九
一
年
、
に
し
め
さ
れ
て
い
る
。

（
7
7
）
　
橋
本
裕
之
「
王
の
舞
の
成
立
と
展
開
」
『
芸
能
史
研
究
』
第
一
〇
二
号
、
藝
能
史
研

　
　
究
會
、
一
九
八
八
年
、
参
照
。

（
7
8
）
　
同
論
文
、
二
頁
。

（
7
9
）
　
同
「
演
じ
ら
れ
る
現
実
－
王
の
舞
を
め
ぐ
る
民
俗
的
変
容
の
一
考
察
1
」
『
国

　
　

立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
二
一
集
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
一
九
八
九
年
、

　
　
参
照
。

（
8
0
）
　
同
論
文
、
二
頁
。

（
8
1
）
　
こ
う
し
た
関
心
に
沿
っ
て
、
筆
者
は
目
下
の
と
こ
ろ
「
王
の
舞
の
分
布
と
特
色
ー

　
　

若
狭
地
方
を

中
心
に
し
て
ー
」
と
題
し
た
論
考
を
構
想
し
て
い
る
。

（
8
2
）
　
宮
田
登
「
日
本
民
俗
学
と
郷
土
研
究
」
『
新
版
日
本
の
民
俗
学
』
、
講
談
社
、
一
九
八

　
　

五
年
、
一
四
一
頁
。
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（
8
3
）
　
同
論
文
、
一
四
一
ー
一
四
二
頁
。

（
8
4
）
　
大
月
隆
寛
「
現
地
調
査
と
い
う
神
話
ー
民
俗
学
的
「
経
験
」
主
義
の
あ
り
か
に
つ

　
　
い
てー
」
『
ら
く
』
第
一
号
、
都
市
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
会
、
一
九
八
七
年
、
参
照
。

（
8
5
）
　
宮
田
登
、
前
掲
論
文
、
一
五
〇
頁
。

（
8
6
）
　
三
隅
治
雄
『
芸
能
史
の
民
俗
的
研
究
』
、
四
〇
ー
四
一
頁
。
筆
者
も
こ
う
し
た
関
心

　
　
に
沿
っ
て
、
ま
も
な
く
「
「
民
俗
」
と
「
芸
能
」
」
と
題
し
た
論
考
を
発
表
す
る
予
定
で

　
　
あ
る
。

（
8
7
）
　
同
書
、
四
〇
頁
。

（
8
8
）
　
山
路
興
造
「
芸
能
伝
承
」
、
一
七
一
頁
。

（
8
9
）
　
森
尻
純
夫
「
ヤ
マ
の
戯
人
－
早
池
峰
岳
神
楽
小
国
誠
吉
を
モ
デ
ル
と
し
て
ー
」

　
　
『
民
俗
芸
能
研
究
』
第
五
号
、
民
俗
芸
能
学
会
、
一
九
八
七
年
、
同
「
「
弟
子
座
」
の
形

　
　
成－
地
域
の
宗
教
感
性
と
芸
能
へ
の
身
体
動
機
－
」
『
民
俗
芸
能
研
究
』
第
十
一

　
　
号
、
民
俗
芸
能
学
会
、
一
九
九
〇
年
、
な
ら
び
に
久
保
田
裕
道
「
山
伏
神
楽
を
め
ぐ
る

　
　
地
域ー
早
池
峰
大
償
を
中
心
と
し
て
ー
」
『
芸
能
』
第
三
十
三
巻
第
六
号
、
芸
能

　
　
発
行
所
、
一
九
九
一
年
、
同
「
山
伏
神
楽
の
芸
能
伝
承
と
民
俗
」
『
民
俗
芸
能
研
究
』

　
　
第
十
五
号
、
民
俗
芸
能
学
会
、
一
九
九
二
年
、
参
照
。
山
伏
神
楽
の
演
者
や
演
技
じ
た

　
　
い

に

「
地
域
」
の
心
性
が
う
か
が
わ
れ
る
消
息
は
、
と
り
わ
け
森
尻
の
論
考
に
く
わ
し

　
　
い
。

（
9
0
）
　
森
尻
純
夫
「
「
弟
子
座
」
の
形
成
ー
地
域
の
宗
教
感
性
と
芸
能
へ
の
身
体
動
機

　
　1
」
、
二
七
頁
。

（
9
1
）
　
久
保
田
裕
道
「
山
伏
神
楽
を
め
ぐ
る
地
域
－
早
池
峰
大
償
を
中
心
と
し
て
ー
」
、

　
　
一
七
－
一
八
頁
。

（
9
2
）
　
同
論
文
、
二
三
頁
。

（
9
3
）
　
山
路
興
造
「
山
伏
神
楽
・
番
楽
の
源
流
」
『
民
俗
芸
能
研
究
』
第
六
号
、
民
俗
芸
能

　
　
学
会
、
一
九
八
七
年
、
参
照
。

（
9
4
）
　
久
保
田
裕
道
「
山
伏
神
楽
の
芸
能
伝
承
と
民
俗
」
、
一
四
頁
。

（
9
5
）
　
同
論
文
、
一
四
頁
。

（
9
6
）
　
久
保
田
裕
道
「
山
伏
神
楽
を
め
ぐ
る
地
域
－
早
池
峰
大
償
を
中
心
と
し
て
ー
」
、

　
　
一
七
頁
、
参
照
。

（
9
7
）
　
山
路
興
造
「
芸
能
伝
承
」
、
二
〇
〇
頁
。

〔付
記
〕
　
本
稿
を
作
成
す
る
過
程
で
、
植
木
行
宣
・
福
田
ア
ジ
オ
・
牛
島
史
彦
・
小
川
徹
太

郎
・
笹
原
亮
二
の
諸
氏
か
ら
有
益
か
つ
丁
寧
な
教
示
を
得
た
。
深
く
謝
意
を
表
し
た
い
。

〔追
記
〕
　
脱
稿
後
、
本
稿
の
関
心
に
沿
っ
て
ぜ
ひ
と
も
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
論

考

を
い
く
つ
か
発
見
し
た
。
と
い
う
よ
り
も
、
失
念
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
は
筆
者
の

不
明
を
恥
じ
て
非
礼
を
詫
び
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
と
も
か
く
以
下
に
紹
介
し
て
お
き
た

い
。
す
な
わ
ち
、
ω
池
田
弥
三
郎
「
信
州
遠
山
の
霜
月
祭
り
」
『
芸
能
』
、
岩
崎
美
術
社
、
一

九
六
六
年
、
②
下
野
敏
見
「
考
察
　
　
民
俗
芸
能
の
伝
播
と
変
容
に
つ
い
て
」
『
南
九
州
の

民
俗
芸
能
』
、
未
来
社
、
一
九
八
〇
年
、
③
渡
辺
伸
夫
「
民
俗
芸
能
」
『
民
俗
研
究
ハ
ン
ド
ブ

ッ

ク
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
、
ほ
か
で
あ
る
。
幸
い
に
も
本
稿
の
趣
旨
に
大
き
な

改
変
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
民
俗
芸
能
研
究
に
お
け
る
「
地
域
」

を

主
題
化
す

る
さ
い
に
、
き
わ
め
て
重
要
な
手
が
か
り
を
提
供
す
る
論
考
で
あ
っ
た
。
と
り

わ
け
②
は
民
俗
芸
能
の
伝
播
と
変
容
を
多
角
的
に
主
題
化
し
た
も
の
、
③
は
関
連
す
る
成
果

を
概
観
し
た
も
の
で
あ
り
、
研
究
史
的
な
視
座
か
ら
も
読
み
な
お
す
べ
き
内
容
を
十
二
分
に

持
っ
て
い
る
。
本
稿
を
補
遺
す
る
た
め
に
も
、
あ
ら
た
め
て
論
述
し
た
い
。

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
民
俗
研
究
部
）
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“Region”in　Studies　on　Folk　Performing　Arts

HAsHIMoTo　Hiroyuki

　　This　paper　aims　to　examine　how　studies　on　folk　performing　arts　have　understood

“region”．　When　dealing　with　the　study　of　regional　character　in　folklore　studies　in　line

with　this　interest，　we　come　to　notice　a　strange　inclination．　Studies　on　folk　performing

arts　do　not　rank　regional　variation　and　regional　character　as　important　subjects　from

any　context　at　all．　In　my　opinion，　this　is　because．　the　regional　variation　of　folk

performing　arts　is　f1111y　explained　as　being　a　result　often　brought　about　by　diffusion．

Folk　performing　arts　seem　to　be　an　object　that　is　not　suitable　for　the　study　of　regional

character，　in　other　words，　it　is　not　easily　regulated　by　regional　character．

　　However，　even　admitting　that　diffusion　brings　regional　varlatlon　ln

arts，　I　wonder　if　the　various　aspects　of　folk　performing　arts　can　be

by　natural　diffusion．　Once　the　historical　aspect　of　folk　performing　arts

the丘eld　of　vision，　one　cannot　neglect　the　circumstances　in　which　folk

were　brought　into　the　region　through　organized　diffusion．　It　follows

phase　of　folk　peforming　arts　should　have　been　sought，　as　it　were，

aspects　o

of　the　performing　arts　as　an　index．

　　In　this　case，“region”is　not　necessarily　Iimited　to　an　individua1

‘‘region”　should　above　all　else　l）e　set　variably，　based

tion．　This　is　because　where　folk　performing　arts　are　concerned，　a“　“

tuted　by　the　people’s　passion　towards　the　folk　performing　arts．　In

might　have　been　nothing　more　than　one　of　the　results　brought　about

passion．　This　viewpoint　questions　once　more“region”based　on　actual

performances，　and　it　can　be　an　opportunity　to　change　fundamentally

presupPose　the“region”．　In　addition，　if　the　regional　character　of　folk

can　he　obtained　from　this，　I　consider　that　the　study　of　regional

be　critically　examined，　or　re．constructed．

folk　performing

　explained　solely

　　is　brought　into

performing　arts

that　the　regional

　　in　the　various

ftransformation　that　become　apparent　in　an　attempt　using　the　original　pattern

　　　　　　　　　　　　　　　folk　society．　The

on　the　character　under　considera．

　　　　　　　　　　　　reg10n，，　can　be　COnSti

　　　　　　　　　　　　　　　　fact，　a　“region，’

　　　　　　　　　　　　　　　　　by　the　people’s

　　　　　　　　　　　　　　　　　performers　and

　　　　　　　　　　　　　　　the　concept　that

　　　　　　　　　　　　　　　　performing　arts

　　　　　　　　　　character　itself　should
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