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民
俗
資
料
と
し
て
の「
審
美
の
基
準
」へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

俵
木
悟

は
じ
め
に

❶
民
俗
資
料
と
し
て
の「
審
美
の
基
準
」

❷ 

大
里
七
夕
踊
り
に
み
る
踊
り
の
評
価

❸「
良
い
踊
り
」の
表
れ
を
探
る

❹
考
察

お
わ
り
に

﹇
論
文
要
旨
﹈

柳
田
國
男
は
一
九
三
〇
年
代
か
ら
、
特
定
の
時
代
・
地
域
の
人
び
と
に
お
け
る
「
良
い
／
悪
い
」

や
「
好
き
／
嫌
い
」
と
い
っ
た
感
性
的
な
価
値
判
断
を
「
趣
味
」
と
い
う
言
葉
で
と
ら
え
、
心
意
現

象
の
一
部
と
し
て
民
俗
資
料
に
含
め
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
た
。
こ
れ
を
展
開
し
た
千
葉
徳
爾
は
、

芸
術
・
娯
楽
に
関
わ
る
民
俗
資
料
に
「
審
美
の
基
準
」
を
位
置
づ
け
た
。
本
稿
は
、
従
来
の
民
俗
学

が
十
分
に
論
じ
て
こ
な
か
っ
た
こ
の
「
趣
味
」
や
「
審
美
の
基
準
」
を
、
民
俗
芸
能
の
具
体
的
事
例

に
も
と
づ
い
て
論
じ
る
試
み
で
あ
る
。

鹿
児
島
県
い
ち
き
串
木
野
市
大
里
の
七
夕
踊
り
は
、
ナ
ラ
シ
と
呼
ば
れ
る
一
週
間
の
稽
古
の
過
程

に
お
い
て
、
各
集
落
か
ら
選
ば
れ
た
青
年
に
よ
る
太
鼓
踊
り
の
評
価
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
評
価
が
地

域
の
人
び
と
の
関
心
を
集
め
、
多
様
な
「
良
い
踊
り
」
に
関
す
る
多
様
な
言
語
表
現
や
、
流
派
に
関

す
る
知
識
、
技
法
の
細
部
へ
の
こ
だ
わ
り
、
踊
り
の
特
徴
を
継
承
す
る
筋
の
意
識
な
ど
を
生
み
出
し

伝
え
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
手
が
か
り
と
し
て
、こ
の
踊
り
に
関
わ
る
人
び
と
に
と
っ
て
「
良
い
踊
り
」

と
い
う
評
価
が
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

大
里
七
夕
踊
り
の
場
合
、
そ
の
評
価
の
際
だ
っ
た
特
徴
は
、「
成
長
を
評
価
す
る
」
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
単
に
知
覚
的
（
視
覚
的
・
聴
覚
的
）
に
受
け
と
ら
れ
る
特
徴
だ
け
で
な
く
、
踊
り
手
が
ど

れ
だ
け
十
分
に
各
人
の
個
性
を
踊
り
で
表
現
し
得
た
か
が
評
価
の
観
点
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
は
近
代
美
学
に
お
け
る
審
美
性
の
理
解
か
ら
は
外
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
民
俗
芸
能
と
し
て

生
活
に
即
し
た
環
境
で
演
じ
ら
れ
る
踊
り
の
評
価
に
、
文
化
に
内
在
す
る
様
々
な
価
値
が
混
然
と
し

て
含
ま
れ
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
大
里
七
夕
踊
り
の
場
合
、
そ
の
よ
う
な
価
値
を
形
成
し

て
き
た
背
景
に
は
、
近
代
以
降
に
人
格
の
陶
冶
の
機
関
と
し
て
地
域
の
生
活
に
根
付
い
て
き
た
青
年

団
（
二
才
）
に
よ
っ
て
踊
り
が
担
わ
れ
て
き
た
と
い
う
歴
史
が
強
く
作
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
趣
味
、
審
美
の
基
準
、
民
俗
学
と
美
学
、
民
俗
芸
能
、
大
里
七
夕
踊
り
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は
じ
め
に

本
研
究
は
、
民
俗
学
的
な
芸
能
研
究
に
「
美
」
の
視
点
を
導
入
し
、
従
来
の
定
型

化
し
た
民
俗
芸
能
研
究
に
代
わ
る
新
し
い
研
究
の
ス
タ
イ
ル
を
拓
こ
う
と
す
る
試
み

で
あ
る
。

戦
後
の
民
俗
芸
能
研
究
は
、
美
の
問
題
に
関
わ
る
こ
と
を
避
け
、
そ
れ
と
は
異
な

る
存
在
意
義
を
民
俗
芸
能
に
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
き
た
。
し
か
し
少
し

で
も
民
俗
芸
能
の
調
査
研
究
に
関
わ
る
経
験
を
も
つ
者
な
ら
、
そ
の
実
践
現
場
に
は

「
美
し
さ
」
や
「
巧
み
さ
」
や
「
楽
し
さ
」
の
経
験
や
、
そ
れ
ら
へ
の
欲
求
が
溢
れ

て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
そ
れ
が
研
究
対
象
と
な
ら
な
か
っ

た
の
は
、
そ
の
経
験
や
欲
求
が
個
人
的
か
つ
感
性
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
定
量
的
に

も
定
性
的
に
も
分
析
の
対
象
と
な
り
得
な
い
、
す
な
わ
ち
「
資
料
化
」
で
き
な
い
も

の
と
見
な
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
一
九
三
〇
年
代
に
、
柳
田
國

男
は
、
そ
の
感
性
的
な
も
の
を
民
俗
資
料
と
と
ら
え
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
た
。
柳

田
自
身
は
そ
れ
を
具
体
的
に
論
じ
得
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
視

点
を
手
が
か
り
に
、
こ
の
未
発
の
課
題
に
取
り
組
む
意
義
は
大
き
い
と
言
え
よ
う
。

本
稿
に
お
い
て
筆
者
は
、
ま
ず
従
来
の
民
俗
学
・
民
俗
芸
能
研
究
の
潮
流
に
、
上

記
の
よ
う
な
「
審
美
論
」
と
で
も
言
う
べ
き
失
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
。
筆
者
の
立
場
は
、単
に
こ
の
可
能
性
の
復
権
を
試
み
る
の
で
は
な
く
、

日
常
実
践
に
関
わ
る
様
々
な
判
断
や
選
択
の
根
拠
と
な
る
心
意
（
感
性
）
と
い
う
新

た
な
観
点
か
ら
こ
れ
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
次
に
大
里
七
夕
踊
り
と

い
う
一
つ
の
民
俗
芸
能
を
事
例
と
し
て
、
踊
り
の
評
価
に
見
ら
れ
る
当
事
者
の
審
美

の
基
準
の
具
体
的
な
表
れ
を
資
料
と
し
て
分
析
し
、
そ
れ
が
構
成
さ
れ
て
き
た
文
化

的
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

❶
民
俗
資
料
と
し
て
の「
審
美
の
基
準）

1
（

」

・
日
本
民
俗
学
／
民
俗
芸
能
研
究
と「
美
」の
問
題

日
本
の
民
俗
芸
能
の
研
究
が
、「
民
俗
芸
術
」
研
究
と
し
て
始
ま
っ
た
と
い
う
こ

と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
一
九
二
七
年
に
結
成
さ
れ
た
民
俗
芸
術
の
会
は
、
小
寺

融
吉
を
は
じ
め
と
す
る
演
劇
研
究
者
と
、
折
口
信
夫
に
代
表
さ
れ
る
民
俗
学
者
の
糾

合
で
あ
り
、
両
者
を
結
び
つ
け
た
の
は
柳
田
國
男
で
あ
っ
た
。
橋
本
裕
之
は
両
者
の

立
場
を
そ
れ
ぞ
れ
「
美
学
的
研
究
」「
民
俗
学
的
研
究
」
と
名
づ
け
て
い
る
が
〔
橋

本　

二
〇
〇
六
〕、
民
俗
学
的
研
究
は
と
も
か
く
、
小
寺
ら
の
立
場
と
さ
れ
る
美
学
的

研
究
に
つ
い
て
は
、
直
接
の
系
譜
が
小
寺
の
戦
中
の
死
に
よ
っ
て
途
切
れ
た
た
め
、

そ
の
位
置
づ
け
も
含
め
て
評
価
は
定
ま
っ
て
い
な
い
）
2
（

。

例
え
ば
橋
本
は
、
三
隅
治
雄
が
小
寺
の
研
究
を
「
芸
能
美
」
の
発
見
と
性
格
付
け

た
こ
と
を
受
け
て
、
そ
の
可
能
性
と
限
界
に
つ
い
て
検
討
し
、
小
寺
は
芸
能
美
を
普

遍
的
な
も
の
と
前
提
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
筆
者
は
必

ず
し
も
そ
れ
に
同
意
し
な
い
。「
第
一
に
は
舞
踊
そ
れ
自
身
の
本
質
に
就
い
て
、
第

二
に
は
祖
國
の
舞
踊
の
本
質
に
就
い
て
、
第
三
に
は
祖
國
の
舞
踊
と
外
國
の
そ
れ
と

の
本
質
的
差
別
に
就
い
て
、世
人
が
正
し
き
知
識
と
理
解
を
必
要
と
す
る
こ
と
」〔
小

寺　

一
九
二
八
：
一
〕
と
『
舞
踊
の
美
学
的
研
究
』
の
序
文
に
書
き
つ
け
た
小
寺
は
、

国
を
単
位
と
す
る
限
界
は
あ
る
に
せ
よ
、
芸
能
美
の
普
遍
相
と
特
殊
相
の
そ
れ
ぞ
れ

に
目
を
配
っ
て
い
た
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
三
隅
お
よ
び
橋
本
の
指
摘
が
全
く
的
外
れ
と
も
言
え
な
い
の
は
、
小
寺

の
芸
能
美
が
ど
の
よ
う
な
視
点
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
か
を
正
し
く
指
摘
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、舞
踊
の
具
体
的
な
所
作
（
小
寺
は
「
動
作
」
と
表
記
す
る
）

や
そ
の
技
法
へ
の
注
目
で
あ
る
。
何
よ
り
も
ま
ず
外
面
に
表
れ
た
形
象
に
注
目
す
る

こ
と
、
こ
れ
が
小
寺
の
舞
踊
美
学
の
特
質
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
も
う
一
つ

の
小
寺
の
研
究
の
特
質
で
あ
る
起
源
論
的
な
演
劇
舞
踊
史
研
究
）
3
（

に
対
し
て
、
美
学
的
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研
究
と
呼
ぶ
の
に
相
応
し
い
。
形
象
へ
の
注
目
は
、
つ
ま
り
視
覚
的
に
対
象
を
と
ら

え
る
こ
と
で
あ
り
、
同
じ
視
線
が
数
多
く
の
舞
踊
に
同
様
に
注
が
れ
る
こ
と
か
ら
、

そ
れ
は
客
観
的
な
把
握
で
あ
る
。
先
ほ
ど
の
議
論
に
引
き
戻
せ
ば
、
小
寺
の
芸
能
美

は
、
普
遍
／
特
殊
と
い
う
よ
り
も
、
客
観
／
主
観
の
軸
に
お
い
て
前
者
に
立
つ
こ
と

で
特
徴
付
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
本
稿
の
議
論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
柳
田
國
男

の
言
う
「
目
の
採
集
」
に
よ
る
、
第
一
部
門
の
民
俗
資
料
と
し
て
の
芸
能
美
へ
の
注

目
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
に
小
寺
の
美
学
的
研
究
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
実
に
つ
い
て
多
く
の
検

討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
先
述
の
通
り
こ
の
研
究
視
点
は
、
小
寺
の
死

に
よ
っ
て
ほ
ぼ
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
）
4
（

。
そ
し
て
、
民
俗
芸
術
の
会
の
解
散
後
の
同
会

の
系
譜
が
、
折
口
を
中
心
に
、
日
本
民
俗
協
会
の
『
日
本
民
俗
』（
一
九
三
六
〜
）、

芸
能
学
会
の
『
芸
能
』（
一
九
四
三
〜
）
と
継
が
れ
て
い
く
過
程
で
、
民
俗
芸
能
研

究
の
主
流
は
、
芸
能
の
原
理
的
な
発
生
を
見
定
め
る
、
折
口
流
の
芸
能
史
に
収
斂
さ

れ
て
い
っ
た
。

民
俗
芸
術
の
会
は
一
九
三
二
年
に
解
散
し
た
が
、
そ
の
後
、
柳
田
は
同
会
の
系
譜

か
ら
は
離
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
頃
か
ら
、
自
ら
の
民
間
伝
承
の
学
の
体
系
化

に
邁
進
し
て
い
く
こ
と
は
、
こ
こ
で
筆
者
が
わ
ざ
わ
ざ
解
説
す
る
ま
で
も
な
い
。
し

か
し
客
観
的
・
実
証
的
な
現
代
科
学
を
標
榜
し
、
そ
の
方
法
を
模
索
す
る
中
で
、
柳

田
も
や
は
り
審
美
的
な
対
象
と
の
関
わ
り
を
徐
々
に
閉
ざ
し
て
い
っ
た
よ
う
に
見
え

る
。
そ
れ
が
最
も
顕
著
に
表
れ
て
い
る
の
が
、
い
わ
ゆ
る
民
芸
と
の
関
係
だ
ろ
う
。

双
方
の
創
始
者
と
い
う
べ
き
柳
田
國
男
と
柳
宗
悦
は
、
同
じ
時
代
を
生
き
た
に
も
関

わ
ら
ず
ほ
と
ん
ど
没
交
渉
で
あ
っ
た
。そ
の
僅
か
な
交
流
の
機
会
で
あ
る
対
談
で
も
、

両
者
の
態
度
の
懸
隔
が
目
立
っ
て
い
る
。

柳　

つ
ま
り
民
俗
学
は
経
験
学
と
し
て
存
在
す
る
の
で
す
ね

　
（
中
略
）

柳　

僕
の
方
は
経
験
学
と
い
ふ
よ
り
も
規
範
学
に
属
し
て
居
る
と
思
ひ
ま
す
。
か

く
在
る
あ
る
ひ
は
か
く
在
つ
た
と
い
ふ
こ
と
を
論
ず
る
の
で
は
な
く
て
、
か
く

あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
世
界
に
触
れ
て
行
く
使
命
が
あ
る
と
思
ふ
の
で
す
。

さ
う
い
ふ
点
は
民
芸
と
民
俗
学
は
ち
が
ひ
ま
す
。

柳
田　

そ
れ
は
は
っ
き
り
ち
が
ふ
。わ
れ
わ
れ
の
方
に
は
さ
う
し
た
も
の
は
な
い
。

柳　

だ
か
ら
民
芸
の
方
で
ゆ
け
ば
、
価
値
論
が
重
き
を
な
し
て
、
美
学
な
ど
に
関

係
す
る
や
う
に
な
っ
て
く
る
。

柳
田　

結
局
さ
う
い
ふ
こ
と
に
な
る
で
せ
う
ね
。〔
柳
田
・
柳　

一
九
四
〇
：
二
七
〕

民
芸
の
柳
は
、
自
分
た
ち
の
運
動
は
規
範
学
で
あ
り
価
値
を
志
向
し
美
学
に
近
い

と
す
る
の
に
対
し
、
民
俗
学
の
柳
田
は
わ
れ
わ
れ
の
方
に
は
そ
う
し
た
も
の
は
な
い

と
断
言
し
て
い
る
。
以
後
、
と
く
に
柳
は
民
俗
学
と
民
芸
の
相
違
を
こ
の
「
規
範
学

／
経
験
学
」
の
図
式
に
よ
っ
て
言
及
す
る
こ
と
が
多
く
な
る
。

こ
の
と
き
の
柳
田
の
態
度
に
疑
問
が
残
る
こ
と
は
以
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
お
り
、

有
賀
喜
左
衛
門
は
、
柳
田
の
学
問
も
ま
た
幸
福
の
追
求
と
い
う
実
践
的
な
性
格
を

持
っ
て
い
た
は
ず
だ
と
述
べ
て
い
る
〔
有
賀
ほ
か　

一
九
七
三
〕。
そ
の
意
味
で
は
民

俗
学
も
価
値
に
関
わ
る
学
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
し
か
し
な
が
ら
そ
の
価
値
判
断
の
基

準
が
、
す
な
わ
ち
美
し
い
も
の
を
見
抜
く
目
が
自
ら
に
あ
る
こ
と
を
疑
わ
な
い
柳

と
、
何
が
良
い
か
を
判
断
す
る
能
力
そ
の
も
の
を
生
活
者
が
養
う
必
要
を
説
く
柳
田

の
態
度
に
は
、
や
は
り
一
定
の
距
離
が
あ
っ
た
と
考
え
て
然
る
べ
き
だ
ろ
う
〔
笹
原　

二
〇
〇
五
〕。

さ
て
一
方
、
柳
田
が
離
れ
て
い
っ
た
民
俗
芸
能
研
究
は
そ
の
後
、
美
の
問
題
と
ど

う
関
わ
っ
て
き
た
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
文
化
財
保
護
政
策
と
の
関
連

に
お
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
簡
潔
に
述
べ
る
に
止
め
る
〔
俵
木　

二
〇
一
三
〕。

戦
後
の
民
俗
芸
能
の
研
究
は
、
昭
和
二
八
年
の
折
口
の
死
に
よ
っ
て
大
き
な
転
機

を
迎
え
る
、
戦
後
に
定
着
し
た
民
俗
芸
能
と
い
う
概
念
、
お
よ
び
そ
の
研
究
の
目
的

や
方
法
に
つ
い
て
、『
藝
能
復
興
』（
民
俗
芸
能
の
会
）
誌
上
な
ど
に
お
い
て
活
発
に
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議
論
が
交
わ
さ
れ
た
。
そ
の
中
心
に
い
た
の
は
池
田
彌
三
郎
、
本
田
安
次
、
三
隅
治

雄
と
い
っ
た
研
究
者
だ
が
、
彼
ら
に
は
一
つ
の
共
通
点
が
あ
っ
た
。
国
の
文
化
財
保

護
行
政
に
深
く
関
わ
る
立
場
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

昭
和
二
五
年
制
定
の
文
化
財
保
護
法
に
基
づ
き
、
昭
和
三
〇
年
代
の
前
半
に
は
、

地
方
自
治
体
に
お
い
て
民
俗
芸
能
を
無
形
文
化
財
に
指
定
す
る
こ
と
が
推
進
さ
れ
て

い
く
。
そ
こ
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
、「
歴
史
上
ま
た
は
芸
術
上
価
値
の
高
い
も
の
」

と
さ
れ
る
無
形
文
化
財
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
中
で
、
民
俗
芸
能
の
価
値
を
ど
う
認

め
る
か
で
あ
っ
た
。
雅
楽
、
能
楽
、
歌
舞
伎
、
文
楽
な
ど
の
舞
台
芸
術
と
の
対
比
に

お
い
て
、民
俗
芸
能
は
「
芸
術
上
の
価
値
を
問
わ
な
い
」
と
い
う
道
を
選
ぶ
こ
と
で
、

文
化
財
と
し
て
生
き
残
る
術
を
得
た
。
そ
れ
に
理
論
的
根
拠
を
与
え
た
の
は
、
池
田

彌
三
郎
の
「
制
約
論
」
で
あ
る
。

池
田
は
し
ば
し
ば
、
師
で
あ
る
折
口
の
「
柳
田
先
生
が
歴
史
を
軽
蔑
さ
れ
た
よ
う

に
、
私
は
美
学
を
軽
蔑
せ
ね
ば
日
本
の
民（
マ
マ
）族

芸
術
の
話
は
で
き
ぬ
と
い
い
た
い
の
で

あ
る
」〔
折
口 

一
九
七
二
：
八
四
〕
と
い
う
認
識
に
言
及
し
、
芸
能
を
、
美
や
芸
術
と

い
う
概
念
と
引
き
離
し
た
。

芸
能
は
、
民
俗
と
し
て
伝
承
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
芸
能
な
の
で
あ
っ
て
、
ど
の

芸
能
も
、す
べ
て
民
俗
以
外
に
は
出
な
い
。
一
歩
で
も
そ
れ
か
ら
ふ
み
出
せ
ば
、

す
で
に
そ
れ
は
芸
術
で
あ
る
。
だ
か
ら
や
や
大
ざ
っ
ぱ
な
い
い
方
を
す
れ
ば
、

芸
能
は
非
芸
術
で
あ
る
。〔
池
田　

一
九
五
五
：
三
五
〕

池
田
は
、
芸
術
は
個
性
と
創
造
性
に
基
づ
く
の
に
対
し
、
民
俗
は
集
団
性
と
伝
承

性
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、両
者
は
相
容
れ
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
断
定
す
る
。

そ
し
て
芸
能
を
、
し
き
た
り
や
習
わ
し
と
呼
ば
れ
る
様
々
な
民
俗
的
な
「
制
約
」
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
と
し
、
そ
う
し
た
制
約
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

は
じ
め
て
、
卓
越
し
た
個
の
才
能
や
技
巧
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
芸
術
に
昇
華
さ
れ

る
と
論
じ
た
。
そ
こ
に
は
、
超
越
的
な
個
と
い
う
存
在
（
＝
天
才
）
が
、
自
由
な
創

造
性
に
よ
っ
て
生
み
出
す
傑
作
と
し
て
の
芸
術
と
い
う
、
近
代
美
学
の
最
も
純
粋
に

し
て
最
も
単
純
な
理
解
が
前
提
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
し
今
こ

こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
そ
の
よ
う
な
芸
術
な
る
も
の
の
対
岸
に
、（
民
俗
）

芸
能
が
置
か
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
制
約
論
的
見
方
は
今
も
民
俗
芸
能
を
見
る
目
を
支
配
し
て

お
り
、
民
俗
芸
能
の
研
究
に
お
い
て
対
象
に
美
的
な
も
の
を
見
て
と
る
こ
と
は
長
い

あ
い
だ
禁
欲
さ
れ
て
き
た
。

そ
う
し
た
見
方
が
文
化
財
保
護
と
い
う
国
家
の
制
度
と
絡
ん
で
形
成
さ
れ
て
き
た

こ
と
も
ま
た
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
同
じ
制
度
の
下
に
お
い
て
、
芸
術
と
し
て

の
「
美
術
工
芸
」
に
対
置
さ
れ
、一
方
で
そ
の
埒
外
に
あ
る
機
械
産
業
と
し
て
の
「
工

業
」
に
も
対
置
さ
れ
る
も
の
と
し
て
自
ら
を
定
位
し
た
民
芸
に
通
じ
る
と
見
る
こ
と

も
で
き
よ
う
〔
濱
田　

二
〇
〇
六
〕。
し
か
し
そ
の
後
、
民
芸
の
一
部
が
美
術
工
芸
に

食
い
込
み
、
民
俗
文
化
財
の
民
具
と
は
厳
然
と
区
別
さ
れ
て
い
っ
た
の
に
対
し
て
、

一
九
七
五
年
の
文
化
財
保
護
法
改
正
に
お
い
て
、
舞
台
芸
術
と
し
て
の
古
典
芸
能
と

は
異
な
る
民
俗
文
化
財
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
移
し
替
え
ら
れ
た
民
俗
芸
能
と
い
う
経
緯

か
ら
し
て
、
両
者
は
大
き
く
異
な
る
道
を
歩
ん
で
き
た
と
言
う
方
が
正
し
い
で
あ
ろ

う
。

・
心
意
現
象
と
し
て
の「
趣
味
」

近
年
、
真
鍋
昌
賢
ら
に
よ
っ
て
「
民
俗
芸
術
」
と
い
う
概
念
の
再
検
討
が
進
め
ら

れ
、
そ
の
可
能
性
が
再
評
価
さ
れ
て
い
る
。
真
鍋
は
、
柳
田
の
手
に
な
る
と
さ
れ
る

『
民
俗
芸
術
』
創
刊
の
こ
と
ば
を
読
み
直
し
、「
き
わ
め
て
私
的
な
好
み
と
判
断
し
て

し
ま
う
よ
う
な
、美
し
さ
や
楽
し
さ
に
関
わ
る
経
験
を
語
り
始
め
る
き
っ
か
け
」〔
真

鍋
昌
賢　

二
〇
〇
九
：
二
四
八
〕
と
し
て
民
俗
芸
術
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

注
目
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
こ
そ
人
が
最
も
相
対
化
し
に
く
い
「
取
る
に
足

ら
な
い
」「
当
た
り
前
」
と
思
い
込
ん
で
い
る
経
験
・
記
憶
・
感
性
を
、
他
者
の
そ

れ
ら
と
つ
き
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
つ
め
直
す
、
つ
ま
り
自
ら
を
深
く
知
る
た
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め
に
他
者
と
対
話
す
る
た
め
の
格
好
の
素
材
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

実
際
、
柳
田
は
そ
の
よ
う
な
日
常
的
か
つ
私
的
な
好

み
を
「
趣
味
」
と
い
う
言
葉
で
と
ら
え
、
重
要
な
民
俗

学
の
研
究
対
象
と
考
え
て
い
た
。
過
去
、
あ
ら
ゆ
る
機

会
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
柳
田
の
民
俗
資
料
論
に
お
い

て
、
こ
の
趣
味
と
い
う
資
料
の
と
ら
え
方
が
注
目
を
集

め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

一
九
三
〇
年
代
に
柳
田
が
『
民
間
伝
承
論
』
や
『
郷

土
生
活
の
研
究
法
』
で
提
唱
し
た
民
俗
資
料
の
三
部
分

類
に
お
い
て
、
そ
の
第
三
部
門
は
心
意
現
象
あ
る
い
は

生
活
意
識
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
第
三
部
門
に

つ
い
て
柳
田
は
、
①
知
識
、
②
生
活
技
術
、
③
生
活
目

的
と
、
そ
の
内
容
を
三
つ
に
分
け
て
い
る
。
さ
ら
に
①

の
知
識
に
は
、
推
理
的
な
部
分
（「
何
故
…
」
を
伴
う

知
識
）
と
、
批
評
的
な
部
分
（「
良
い
／
悪
い
」「
好
き

／
嫌
い
」
な
ど
の
知
識
）
が
あ
る
と
い
う
【
図
1
】。

こ
の
心
意
現
象
の
①
知
識
の
批
評
的
な
部
分
を
、
柳
田

は
「
趣
味
」
と
い
う
言
葉
で
呼
び
、
そ
の
内
容
を
次
の

柳
田
は
こ
こ
で
は
っ
き
り
と
価
値
の
問
題
に
踏
み
込
ん
で
い
る
、
善
と
美
と
い
う

根
源
的
な
価
値
、
あ
る
い
は
好
悪
や
善
悪
な
ど
と
い
う
価
値
の
判
断
を
、
趣
味
と
い

う
言
葉
で
と
ら
え
、
自
ら
の
学
問
の
対
象
に
収
め
よ
う
と
し
て
い
る
。

従
来
、
こ
の
第
三
部
門
の
資
料
は
、
信
仰
あ
る
い
は
俗
信
と
呼
ば
れ
、
民
俗
学
の

研
究
対
象
と
し
て
重
要
な
一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
を
成
し
て
き
た
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で

は
理
解
が
不
足
で
あ
る
こ
と
を
、
柳
田
は
は
っ
き
り
と
意
識
し
て
い
た
。

そ
の
第
三
の
伝
承
は
、
今
ま
で
は
信
仰
伝
承
、
又
は
俗
信
の
名
を
以
て
呼
ば
れ

て
居
た
が
、
実
は
信
仰
と
い
ふ
語
の
意
味
を
よ
ほ
ど
広
く
解
し
て
も
、
ま
だ
包

み
き
れ
な
い
や
う
に
思
ふ
色
々
の
観
念
、
好
み
楽
み
又
は
選
択
な
ど
ゝ
い
ふ
も

の
を
も
含
ん
で
居
る
。〔
柳
田　

一
九
九
八
（
一
九
四
〇
）：
四
五
七
〕

こ
こ
で
決
定
的
に
重
要
な
の
は
、
柳
田
が
善
や
美
を
含
む
趣
味
を
、
民
俗
資
料
と

考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
民
俗
資
料
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
び
と
の

生
活
の
な
か
に
趣
味
は
様
々
な
形
で
存
在
し
、
そ
れ
ら
を
比
較
し
分
析
す
る
こ
と
が

可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
趣
味
と
い
ふ
語
を
わ
ざ
と
使
ふ
の
は
、
資
料
を
採

集
す
る
方
向
を
定
め
る
為
で
、
今
ま
で
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
即
ち
概
念
を
捨
て
る
方
が
よ

い
と
思
ふ
か
ら
で
あ
る
」〔
柳
田　

一
九
九
八
（
一
九
三
四
）：
一
八
一
〕
と
い
う
柳
田
は
、

善
（
悪
）
や
幸
福
（
不
幸
）
な
ど
が
絶
対
的
な
概
念
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
警
告
し
、
そ
こ
に
無
限
の
「
中
間
的
な
も
の
」
が
存
在
し
、
時
代
と
と
も
に
変
遷

す
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
を
促
す
。
美
に
つ
い
て
直
接
言
及
す
る
際
に
も
そ
れ
を
と

く
に
強
調
す
る
。

見
た
と
こ
ろ
が
立
派
で
、
逞
し
い
の
が
よ
い
と
す
る
こ
と
も
、
長
い
間
の
無

意
識
的
選
択
に
か
ゝ
る
の
で
あ
つ
て
、
決
し
て
審
美
学
上
の
普
遍
性
を
有
し

て
居
る
の
で
は
な
い
。
従
う
て
一
つ
一
つ
の
種
族
に
よ
つ
て
美
の
概
念
が
異

つ
て
居
る
。
又
同
じ
日
本
人
で
も
そ
れ
は
同
じ
で
あ
つ
て
、
時
代
に
よ
り
地

心意現象　　①知識　　推理的な部分　（何故…？）

　　　　　　　　　　　批評的な部分　（良い／悪い、好き／嫌い）　＝趣味

　　　　　　②生活技術

　　　　　　③生活目的

よ
う
に
説
明
す
る
。

実
は
私
は
こ
の
「
趣
味
」
と
い
ふ
言
葉
に
、
世
間
で
い
ふ
よ
り
ず
つ
と
広
い
意

味
を
持
た
せ
て
、
謂
は
ゞ
一
般
的
趣
味
と
で
も
い
ふ
か
、
兎
も
角
そ
の
中
に
善

悪
も
好
悪
も
そ
の
他
の
所
謂
趣
味
と
い
は
れ
る
も
の
も
全
部
含
ま
し
た
い
と
思

つ
て
ゐ
る
。（
中
略
）
善
と
美
と
は
と
も
に
こ
の
一
般
的
趣
味
の
下
に
包
括
さ

れ
る
も
の
と
し
て
ゐ
る
。〔
柳
田　

一
九
九
八
（
一
九
三
五
）：
三
六
〇
〕

図1　民俗資料の第三部門の内訳（『郷土生活の研究法』による）
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方
に
よ
つ
て
美
の
標
準
）
5
（

の
置
き
ど
こ
ろ
は
違
ふ
の
で
あ
る
。〔
柳
田　

一
九
九
八

（
一
九
三
四
）：
一
八
六
〕

ま
た
、
美
を
第
三
部
門
の
民
俗
資
料
と
す
る
こ
と
は
、
一
定
の
社
会
や
集
団
内
で

共
有
さ
れ
、
生
活
の
文
脈
に
埋
め
込
ま
れ
た
状
態
で
、
そ
の
人
び
と
に
感
じ
取
ら
れ

る
も
の
と
し
て
美
を
と
ら
え
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
文
化
に
内
在
す
る
美
、
あ

る
い
は
イ
ー
ミ
ッ
ク em

ic 

な
美
こ
そ
が
問
題
と
さ
れ
る
。
柳
と
の
対
談
に
お
け
る

対
立
点
も
、
こ
の
点
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
柳
や
、
前
節
で
検
討
し
た
小
寺
の
美
は
、

徹
底
し
て
「
見
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
掴
み
取
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
目
の
採
集
は
柳

な
お
す
〔
千
葉　

一
九
八
八
〕。
柳
田
は
そ
の
中
で
も
心
の
採
集
に
よ
る
も
の
を
民
俗

学
の
最
終
目
標
と
し
て
第
三
部
門
に
位
置
づ
け
た
。

こ
の
よ
う
な
理
解
に
も
と
づ
き
、
千
葉
は
民
俗
学
研
究
の
諸
部
門
に
お
け
る
民
俗

資
料
の
分
類
私
案
を
提
案
し
て
い
る
。
そ
し
て
芸
能
が
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
芸

術
・
娯
楽
部
門
の「
心
意
表
現
」に
該
当
す
る
民
俗
資
料
の
例
と
し
て「
審
美
の
基
準
」

を
挙
げ
て
い
る
【
表
1
】）
7
（

。
こ
れ
が
柳
田
の
い
う
「
美
の
標
準
」
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容

を
持
つ
で
あ
ろ
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
千
葉
の
民
俗
資
料
の
生
態
的
な
把
握

と
い
う
所
論
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
相
互
が
対
面
し
う
る
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に

お
い
て
最
も
よ
く
感
得
し
う
る
資
料
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

田
に
と
っ
て
は
「
旅
人
の
学
」
で
あ
り
、
文
化
に
外
在
す
る
者

の
視
点
で
あ
る
。
柳
田
の
趣
味
は
、
あ
る
時
代
、
あ
る
地
方
の

人
び
と
と
可
能
な
限
り
同
じ
よ
う
に
「
感
じ
る
」
こ
と
に
よ
っ

て
、
文
化
に
内
在
す
る
「
同
郷
人
の
学
」
と
し
て
把
握
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
。「
善
と
美
と
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
で
あ
っ
て
、

真
の
み
が
そ
れ
を
超
え
た
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
で
あ

る
」〔
柳
田　

一
九
九
八
（
一
九
三
五
）：
三
六
〇
〕
と
い
う
や
や

奇
妙
に
思
え
る
文
章
も
、
以
上
の
こ
と
で
理
解
さ
れ
る
。

・
生
活
経
験
の
中
の
感
性

千
葉
徳
爾
は
こ
の
柳
田
の
考
え
を
も
と
に
独
自
の
民
俗
資
料

論
を
展
開
し
て
い
る
。
千
葉
は
、
柳
田
の
民
俗
資
料
の
三
部
分

類
を
、
一
九
七
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
民
俗
学
の
「
コ
ン
テ
ク
ス

ト
と
し
て
の
民
俗
」
の
考
え
方
と
交
差
さ
せ
て
検
討
す
る
。
そ

し
て
柳
田
の
〈
目
の
採
集
／
耳
の
採
集
／
心
の
採
集
〉
と
い
う

三
部
分
類
の
考
え
方
を
、
単
純
な
資
料
採
集
の
手
続
き
の
違
い

で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
）
6
（

に
お
い
て
そ
の
感
覚

が
最
も
よ
く
働
く
か
と
い
う
生
態
的
な
把
握
の
仕
方
と
と
ら
え

表1　千葉徳爾による「日本民俗学資料の内容的分類私案」〔千葉 1988：180〕

有形文化 言語形象 心意表現

経
済
活
動
部
門

衣料、装飾、食料と
食事、住居、土地利
用方式（狩・漁業・
林産・農耕と牧畜）、
特殊職業、交通・交
易、上記の用具と技
術

左の事象をあらわす
言葉、職業用語、類
別、数量の表現、マー
ク（木印・家印など）

左の事象にともなう
感覚、職業の貴賎、
価値観

社
会
組
織
・
制
度
部
門

社交、贈答、契約、
労働、組織と規定、
村落制度、居住形態、
政治対応、対外界交
渉

左の事象をあらわす
言葉、方言、命名上
の約束〈地名、姓名・
あだ名など〉、差別語

左の事象に件う感覚
とその表現（へり下
り笑いなど）公共意
識

集
団
倫
理
部
門

家族関係、妊娠、誕
生、教育、成人式、
婚姻、地位と名誉、
葬式追善、制裁、恋
愛

左の事象にかかわる
言葉、ことわざ、昔話、
じょうだん

善悪の基準、恋愛の
表明形態、個人と集
団との葛藤、生活態
度批判、恥・恐れ・
怒りなどの個人的感
情の発生

芸
術
・
娯
楽
部
門

舞踊、競技、それら
の用具と技術、（遊
芸人は経済活動部門
の特殊職業に入る）

なぞ、民謡、語りも
のと物語、子供のあ
そび言葉（しりとり、
早口など）はやし言
葉

審美の基準

信
仰
・
宗
教
部
門

神社、寺堂、祭儀、
年間諸行事（歳時
暦）、伝説をもつ地
物・生物・物品など、
儀礼

伝説、呪言 妖怪幽霊、予兆、う
らない、まじない、
禁忌（いみきらうも
のとこと）、医療衛生、
たたり、夢、身体的
特質
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た
だ
し
柳
田
も
千
葉
も
、
こ
の
「
審
美
の
基
準
」
を
資
料
と
し
て
ど
の
よ
う
に
収

集
し
操
作
し
分
析
す
る
か
、
必
ず
し
も
明
確
に
述
べ
て
は
い
な
い
。
そ
の
後
の
柳
田

や
千
葉
の
研
究
の
中
で
そ
れ
が
よ
く
実
践
さ
れ
た
と
も
思
わ
れ
な
い
。そ
の
意
味
で
、

「
此
方
面
は
ま
だ
学
問
上
全
く
未
開
墾
の
処
女
地
と
い
へ
る
」〔
柳
田　

一
九
九
八

（
一
九
三
四
）：
一
八
一
〕
の
で
あ
り
、
そ
の
状
態
は
今
も
さ
ほ
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
。

私
た
ち
が
こ
こ
か
ら
学
ぶ
の
は
、「
美
し
さ
」
や
「
良
さ
）
8
（

」
を
、
文
化
的
所
産
を

価
値
付
け
る
普
遍
的
基
準
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、あ
る
も
の
を
「
良
い
（
悪
い
）」

と
感
じ
る
心
意
の
表
れ
、
つ
ま
り
生
活
経
験
の
中
の
感
性
の
問
題
と
し
て
論
じ
る
こ

と
の
可
能
性
で
あ
る
。
そ
れ
が
表
現
行
為
で
あ
る
芸
能
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
で
あ

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
、
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
私

た
ち
が
日
常
的
に
行
っ
て
い
る
判
断
や
選
択
の
根
拠
と
な
る
心
意
と
同
じ
次
元
で
語

る
べ
き
問
題
だ
と
い
う
こ
と
を
、
よ
り
重
視
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
人
び
と
の
日
常

生
活
に
お
い
て
、
狭
義
の
審
美
的
な
判
断
が
そ
れ
だ
け
で
存
在
す
る
よ
う
な
場
面
は

考
え
に
く
く
、
む
し
ろ
様
々
な
価
値
と
結
び
つ
き
絡
み
合
う
よ
う
な
か
た
ち
で
「
良

い
」
も
の
や
「
快
い
」
こ
と
は
感
取
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の

具
体
的
な
様
相
を
、
個
別
の
文
脈
に
お
い
て
把
握
し
理
解
す
る
こ
と
が
、
民
俗
学
で

美
を
扱
う
際
の
態
度
で
あ
る
と
考
え
る
。

❷
大
里
七
夕
踊
り
に
み
る
踊
り
の
評
価

・
大
里
七
夕
踊
り
の
概
略

本
稿
の
事
例
と
す
る
大
里
七
夕
踊
り
は
、
鹿
児
島
県
い
ち
き
串
木
野
市
大
里
で
、

毎
年
八
月
上
旬
に
行
わ
れ
る
踊
り
で
あ
る
）
9
（

。
七
夕
踊
り
の
概
略
に
つ
い
て
は
、
す
で

に
多
く
の
先
行
研
究
や
報
告
が
あ
る
た
め
、
ご
く
簡
単
に
述
べ
る
に
止
め
る
）
10
（

。

こ
の
踊
り
は
、
大
里
地
区
を
構
成
す
る
二
一
の
集
落
（
公
民
館
）
の
う
ち
、
払

山
、
松
原
、
掘
、
平へ

の

こ

ば

ノ
木
場
、
中
原
、
島
内
（
以
上
川
南
）、
宇
都
、
門
前
、
木こ
ば
ん場

迫さ
こ

、
中
福
良
、
寺
迫
、
下し
も
で
な
か

手
中
、
陣
ヶ
迫
、
池
ノ
原
（
以
上
川
北
）
の
一
四
の
集
落

が
、
主
と
し
て
各
集
落
の
青
年
団
組
織
を
中
心
に
参
加
し
て
演
じ
る
も
の
で
あ
る
。

い
く
つ
か
の
神
社
を
踊
っ
て
回
り
、
ま
た
踊
り
の
歴
史
に
は
寺
院
お
よ
び
僧
が
深
く

関
与
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
に
も
関
わ
ら
ず
）
11
（

、
踊
り
に
と
も
な
っ
て
神
事
や
法
会
を

行
う
こ
と
は
一
切
な
い
）
12
（

。
だ
か
ら
地
元
の
人
び
と
自
身
が
意
識
的
に
、
こ
れ
は
「
祭

り
」
で
は
な
く
「
踊
り
」
で
あ
る
と
言
う
。

踊
り
の
種
類
は
大
き
く
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
各
集
落
の
青
年
団
か
ら
踊
り
手
を
一

人
ず
つ
出
し
て
演
じ
る）13
（

太
鼓
踊
り
（
テ
コ
オ
ド
イ
）
で
、
も
う
一
つ
は
シ
カ
・
ト
ラ
・

ウ
シ
・
ツ
ル
と
い
う
四
体
の
動
物
の
造
り
物
（
ツ
ク
イ
モ
ン
）
と
行
列
物
を
集
落
ご

と
に
分
担
し
て
構
成
す
る
垣
回
り
（
カ
ッ
マ
ワ
イ
）
で
あ
る
。
現
在
、
行
列
物
は
琉

球
王
行
列
（
ジ
キ
ジ
ン
）、
大
名
行
列
（
バ
リ
ン
）、
長
刀
行
列
の
三
種
類
が
出
て
い

る
が
、
か
つ
て
は
兜
（
カ
ッ
ト
、
カ
ッ
ト
ガ
サ
）
な
ど
他
の
趣
向
も
あ
っ
た
。
こ
の

二
種
の
踊
り
が
、
一
日
を
か
け
て
大
里
内
の
い
く
つ
か
の
踊
り
場
を
踊
っ
て
回
る
。

現
在
は
、
堀
ノ
内
庭
（
朝
）、
八
幡
神
社
、
門
前
河
原
、
払
山
（
茶
屋
ン
前
）、
堀
ノ

内
庭
（
夜
）、
の
五
ヵ
所
が
主
な
踊
り
場
と
な
っ
て
い
る
。

踊
り
に
参
加
す
る
一
四
の
集
落
に
は
、
か
つ
て
は
「
二ニ

セ才
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
若

者
の
組
織
が
あ
り
、
活
発
に
活
動
し
て
い
た
。
こ
れ
が
現
在
も
各
集
落
の
青
年
団
と

し
て
、
七
夕
踊
り
の
参
加
主
体
と
な
っ
て
い
る
。
七
夕
踊
り
伝
承
地
の
若
者
組
織
の

性
格
や
参
加
の
実
態
は
す
で
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
な
い

が
〔
俵
木　

二
〇
一
〇
）
14
（

〕、
青
年
団
員
に
と
っ
て
太
鼓
踊
り
の
踊
り
番
を
務
め
る
こ
と

は
と
く
に
重
要
で
、
そ
れ
が
青
年
団
を
上
が
る
（
退
団
す
る
）
条
件
に
も
な
っ
て
い

る
【
写
真
1
】。
し
た
が
っ
て
こ
の
地
区
に
生
ま
れ
育
っ
た
男
性
の
大
半
が
こ
れ
を

踊
っ
た
経
験
を
持
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
四
体
の
動
物
の
造
り
物
の
イ

メ
ー
ジ
が
一
般
に
膾
炙
し
て
い
る
の
に
反
し
て
、
地
元
の
人
び
と
は
太
鼓
踊
り
こ
そ

が
本
踊
り
で
あ
る
と
口
を
揃
え
る
。

青
年
と
並
ん
で
七
夕
踊
り
の
伝
承
に
欠
か
せ
な
い
の
は
、
庭ニ
ワ
ワ
リ割
と
い
う
存
在
で
あ

る
。
庭
割
と
は
、
端
的
に
は
踊
り
の
指
導
者
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
踊
り
の
準

備
と
実
施
に
様
々
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
庭
割
は
原
則
と
し
て
、
各
集
落
か
ら
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踊
り
の
技
量
や
人
柄
を
み
て

一
名
ず
つ
選
ば
れ
て
い
る
。

大
里
七
夕
踊
保
存
会
の
主
要

メ
ン
バ
ー
で
も
あ
り
、
責
任

者
と
し
て
七
夕
踊
り
の
全
体

を
差
配
す
る
）
15
（

。
踊
り
の
実
施

の
な
か
で
、
唯
一
、
青
年
を

上
回
る
権
限
を
認
め
ら
れ
て

い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ

う
。
そ
し
て
本
稿
に
お
い
て

と
く
に
重
要
な
点
は
、
庭
割

の
み
が
各
集
落
の
太
鼓
踊
り

の
技
量
を
公
的
に
評
価
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と

と
し
て
き
た
の
か
。
筆
者
の
理
解
に
つ
い
て
は
本
稿
の
考
察
に
お
い
て
述
べ
た
い
。

・
太
鼓
踊
り
の
ナ
ラ
シ

七
夕
踊
り
の
実
践
面
に
お
い
て
、
本
稿
の
関
心
に
照
ら
し
て
、
踊
り
の
本
番
当
日

の
内
容
以
上
に
重
要
な
の
は
、
踊
り
が
作
り
上
げ
ら
れ
、
競
い
合
っ
て
い
る
現
場
と

も
言
う
べ
き
稽
古
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。

太
鼓
踊
り
の
稽
古
は
、
踊
り
当
日
一
週
間
前
の
月
曜
日
の
晩
か
ら
行
わ
れ
る
。
稽

古
は
「
ナ
ラ
シ
」
と
呼
ば
れ
、
踊
り
当
日
の
最
初
と
最
後
の
踊
り
場
で
あ
り
、
ま
た

こ
の
踊
り
の
再
興
に
関
わ
っ
た
と
さ
れ
る
伝
説
的
な
人
物
、
床と
こ
な
み次
到と
う
じ
ゅ
う
住
の
墓
と
さ
れ

る
碑
の
あ
る
一
軒
の
庭
、
通
称
「
堀
ノ
内
庭
」
で
行
わ
れ
る
。
堀
ノ
内
庭
は
、
踊
り

の
参
加
集
落
の
一
つ
で
あ
る
中
福
良
に
あ
っ
て
、
和
田
家
と
い
う
一
軒
の
家
に
よ
っ

て
代
々
管
理
さ
れ
て
い
る
）
16
（

。
踊
り
に
参
加
す
る
各
集
落
の
青
年
団
員
は
、
こ
の
一
週

間
、
可
能
な
限
り
踊
り
の
ナ
ラ
シ
に
参
加
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
【
写
真
2
】。

写真1　七夕踊規約の例（下手中青年団）

で
あ
る
。

七
夕
踊
り
は
、
昭
和
三
六
年
に
鹿
児
島
県
の
無
形
文
化
財
第
二
号
に
指
定
さ
れ
、

昭
和
五
六
年
に
は
「
市
来
の
七
夕
踊
」
の
名
で
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定

さ
れ
た
。
薩
摩
の
三
大
踊
り
の
一
つ
と
も
言
わ
れ
、昭
和
四
五
年
の
大
阪
万
博
の「
日

本
の
ま
つ
り
」
に
も
出
演
す
る
な
ど
、
民
俗
芸
能
と
し
て
一
般
的
な
知
名
度
は
相
当

に
高
い
。
一
般
に
紹
介
さ
れ
る
際
に
は
、
と
く
に
四
体
の
動
物
の
造
り
物
の
独
特
で

ユ
ー
モ
ラ
ス
な
造
形
が
注
目
さ
れ
、
そ
の
ビ
ジ
ュ
ア
ル
イ
メ
ー
ジ
が
強
調
さ
れ
る
。

あ
る
い
は
も
う
少
し
民
俗
学
的
な
説
明
に
な
る
と
、
芸
能
と
し
て
は
大
が
か
り
な
構

成
の
風
流
行
列
が
評
価
さ
れ
、
年
中
行
事
と
し
て
は
、
七
夕
を
盆
の
前
祭
り
と
み
て
、

そ
の
背
後
に
あ
る
御
霊
信
仰
や
精
霊
供
養
な
ど
の
機
能
を
見
出
そ
う
と
す
る
。
し
か

し
以
前
に
も
指
摘
し
た
こ
と
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
説
明
は
、
い
ま
こ
れ
を
現
実
に
受

け
継
い
で
い
る
人
び
と
が
こ
の
踊
り
に
見
出
す
意
義
を
ま
っ
た
く
等
閑
視
し
て
い
る

〔
俵
木　

二
〇
一
〇
〕。
で
は
、
こ
の
地
域
の
人
び
と
は
何
を
踊
り
の
最
重
要
の
指
針

ナ
ラ
シ
の
実
際
の
内
容
を
端

的
に
説
明
す
る
と
、
各
集
落
の

代
表
で
あ
る
踊
り
手
の
青
年

が
、
庭
割
ら
の
前
で
、
踊
り
当

日
と
同
様
に
歌
を
歌
い
な
が
ら

と
に
か
く
踊
っ
て
み
る
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
庭
割
は
踊
り

の
指
導
者
と
は
い
え
、
こ
の
場

で
は
個
々
の
踊
り
手
に
対
し
て

具
体
的
な
指
導
は
ほ
と
ん
ど
行

わ
な
い
。
当
然
、
ナ
ラ
シ
の
初

め
の
数
日
は
、
踊
り
手
の
多
く

は
踊
り
方
を
十
分
に
身
に
つ
け

て
は
お
ら
ず
、
傍
目
に
も
か
な

写真2　堀ノ内庭のナラシの様子
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り
た
ど
た
ど
し
い
姿
が
目
に
つ
く
。
そ
れ
を
助
け
る
の
は
各
集
落
の
踊
り
手
以
外
の

青
年
で
、
す
で
に
踊
っ
た
経
験
の
あ
る
年
長
の
青
年
は
、
踊
り
手
の
後
ろ
に
立
っ
て

耳
元
で
具
体
的
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
伝
え
、
ま
た
踊
り
の
経
験
の
な
い
若
い
青
年
は
、

踊
り
手
に
成
り
代
わ
っ
て
大
き
な
声
で
歌
っ
た
り
、
後
ろ
か
ら
団
扇
で
扇
い
だ
り
汗

を
拭
い
て
や
っ
た
り
す
る
。

た
だ
し
稽
古
は
こ
れ
だ
け
で
は
終
わ
ら
な
い
。
午
後
八
時
頃
に
始
ま
る
堀
ノ
内
庭

の
ナ
ラ
シ
は
、
お
よ
そ
午
後
一
〇
時
頃
ま
で
に
終
わ
る
が
、
そ
の
後
、
各
集
落
の
青

年
た
ち
は
、
集
落
の
稽
古
場
（
多
く
は
元
青
年
舎
で
あ
っ
た
公
民
館
）
に
戻
っ
て
、

今
度
は
自
集
落
の
踊
り
手
一
人
に
対
し
て
、
そ
の
集
落
か
ら
出
て
い
る
庭
割
と
、
踊

り
の
経
験
の
あ
る
年
長
の
青
年
を
中
心
に
、
す
で
に
青
年
を
上
が
っ
た
壮
年
）
17
（

ら
も
集

ま
っ
て
稽
古
を
付
け
て
い
く
。
こ
の
集
落
ご
と
の
稽
古
を
「
ウ
チ
ナ
ラ
シ
」
と
い

う
）
18
（

。ウ
チ
ナ
ラ
シ
を
ど
の
よ
う
に
行
う
か
は
集
落
ご
と
に
様
々
で
あ
る
。
筆
者
は

二
〇
〇
八
年
に
こ
の
踊
り
の
調
査
を
始
め
て
以
来
、
毎
年
一
集
落
ず
つ
の
ウ
チ
ナ
ラ

シ
に
参
加
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
が
、
そ
の
経
験
の
な
か
で
も
、
集
ま
る
人
数
の
多

寡
、
稽
古
場
の
雰
囲
気
、
指
導
の
方
法
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
集
落
ご
と
に
個
性
が
あ
る
。

と
く
に
庭
割
が
い
る
集
落
と
い
な
い
集
落
の
違
い
は
顕
著
で
、
前
者
の
場
合
、
庭
割

の
指
導
が
あ
る
種
の
権
威
と
正
統
性
を
持
つ
が
、
庭
割
が
い
な
い
集
落
の
場
合
は
、

す
で
に
踊
り
を
済
ま
せ
た
青
年
や
先
輩
ら
が
個
別
の
経
験
を
持
ち
寄
っ
て
、
そ
の
経

験
的
な
知
識
を
す
り
あ
わ
せ
な
が
ら
共
同
作
業
の
よ
う
に
踊
り
を
作
っ
て
い
た
。
こ

の
よ
う
な
ウ
チ
ナ
ラ
シ
が
、
以
前
よ
り
は
緩
や
か
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
踊
り
当
日

ま
で
の
一
週
間
、
毎
日
深
夜
ま
で
続
け
ら
れ
て
お
り
、
日
付
を
ま
た
ぐ
こ
と
も
珍
し

く
な
い
。【
写
真
3
】【
写
真
4
】

太
鼓
踊
り
の
踊
り
手
を
務
め
る
と
い
う
の
は
、
実
質
的
に
こ
の
一
週
間
の
ナ
ラ
シ

に
必
ず
通
し
て
参
加
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
た
と
え
都
会
に
働
き
に
出
て
い
る
青

年
で
あ
っ
て
も
、
何
年
も
前
か
ら
計
画
し
て
、
自
分
の
踊
り
番
の
年
に
は
休
暇
を

と
っ
て
で
も
参
加
す
る
の
が
当
然
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ナ
ラ
シ
の
プ
ロ

セ
ス
そ
れ
自
体
が
一
つ
の
構
造

を
も
っ
た
行
事
と
見
な
さ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。

ナ
ラ
シ
の
過
程
の
構
造
は
、

様
々
な
要
素
を
通
し
て
み
る
こ

と
が
で
き
る
。
一
例
を
挙
げ
る

と
、
七
夕
踊
の
踊
り
歌
は
全
体

が
七
番
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
一
番
か
ら
七
番
ま
で
を
通

し
て
踊
る
こ
と
を
「
七
庭
」
と

い
う
。
ま
た
本
番
で
は
、
一
番

か
ら
六
番
ま
で
踊
る
と
再
び
一

番
に
戻
っ
て
再
度
七
番
ま
で
を

順
に
一
連
の
踊
り
と
し
て
演
じ

る
。
こ
の
一
式
を
踊
る
こ
と
を

「
一
三
庭
」
と
い
う
。
そ
し
て

月
曜
か
ら
土
曜
ま
で
の
ナ
ラ
シ

で
、
各
日
に
踊
り
歌
何
番
分
の

稽
古
を
す
る
か
は
慣
習
的
に
決

ま
っ
て
い
る
。

ま
た
ナ
ラ
シ
終
盤
に
は
、
単

に
稽
古
と
は
言
い
が
た
い
、
余

興
の
行
事
的
な
次
第
が
あ
る
。

例
え
ば
金
曜
日
に
は
、「
順
の

歌
」
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、

踊
り
当
日
に
は
一
番
ド
ン
と
二

番
ド
ン
だ
け
が
続
け
て
独
唱
す

写真3　ウチナラシの様子の例1（寺迫青年団）写真4　ウチナラシの様子の例2（下手中青年団）
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る
踊
り
歌
の
一
句
「
千
歳
ま
で
〜
」
を
、
本
来
歌
う
必
要
の
な
い
す
べ
て
の
踊
り
手

が
順
番
に
歌
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
踊
り
手
の
な
か
に
は
そ
の
た
め
の
練
習
を
し

て
お
ら
ず
、
節
回
し
を
間
違
え
た
り
、
息
が
続
か
ず
に
上
手
く
歌
え
な
い
者
も
い
る

が
、
む
し
ろ
そ
の
拙
さ
も
含
め
て
、
そ
の
場
に
集
ま
っ
た
人
び
と
が
楽
し
む
た
め
の

機
会
と
受
け
と
ら
れ
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
ナ
ラ
シ
の
プ
ロ
セ
ス
は
木
曜
日

に
緊
張
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
た
め
、
こ
の
次
第
は
そ
れ
ま
で
の
試
練
に
対
す
る
後
宴

と
い
っ
た
雰
囲
気
を
生
み
出
す
。
順
の
歌
は
、
踊
り
当
日
が
無
事
に
終
わ
り
、
翌
日

の
片
付
け
も
済
ん
だ
後
に
各
集
落
で
開
か
れ
る
「
ア
ガ
リ
」
と
呼
ば
れ
る
慰
労
会
で

も
し
ば
し
ば
行
わ
れ
る
）
19
（

。

・
ス
エ
ツ
ケ
と
踊
り
の
評
価

そ
の
ナ
ラ
シ
の
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
も
、と
り
わ
け
人
び
と
の
関
心
の
焦
点
に
な
っ

て
い
る
の
は
、
ナ
ラ
シ
四
日
目
の
木
曜
日
に
行
わ
れ
る
ス
エ
ツ
ケ
の
次
第
で
あ
る
。

ス
エ
ツ
ケ
と
は
、
踊
り
手
の
各
人
を
ど
の
位
置
で
踊
ら
せ
る
か
、
庭
割
た
ち
が
協

議
し
て
、
文
字
通
り
踊
り
の
輪
の
中
に
据
え
付
け
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ど
こ
に

ど
の
よ
う
な
踊
り
手
を
位
置
取
ら
せ
る
か
は
、
太
鼓
踊
り
の
全
体
が
美
し
く
見
え
る

か
ど
う
か
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

踊
り
当
日
に
各
踊
り
場
で
演
じ
ら
れ
た
太
鼓
踊
り
は
、
最
後
に
造
り
物
や
行
列
物

も
挟
み
込
ん
で
、
一
つ
の
大
が
か
り
な
風
流
の
行
列
と
な
っ
て
踊
り
場
か
ら
退
場
し

て
い
く
。
こ
の
独
特
の
隊
形
変
化
を
と
も
な
う
退
場
を
「
庭
を
割
る
」
と
い
う
。
庭

と
は
踊
り
場
の
こ
と
を
指
し
、
庭
を
割
っ
て
進
む
踊
り
手
た
ち
の
姿
は
、
七
夕
踊
り

の
一
つ
の
見
せ
場
で
あ
る
。
踊
り
に
関
し
て
最
高
の
知
識
と
権
威
を
も
つ
庭
割
と
い

う
名
称
は
、「
庭
を
割
る
（
こ
と
が
で
き
る
）
者
」
と
い
う
意
味
と
考
え
ら
れ
る
。

庭
の
割
り
方
は
、
図
3
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
。
こ
れ
は
七
夕
踊
り
が
鹿
児
島
県
の

文
化
財
指
定
を
受
け
た
際
に
庭
割
の
代
表
で
あ
っ
た
人
物
が
図
示
し
た
も
の
を
、
庭

割
衆
で
受
け
継
い
で
い
る
も
の
の
例
で
、
庭
の
割
り
方
に
は
、
図
に
見
ら
れ
る
「
本

割
」「
片
割
」
な
ど
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。
い
か
に
手
際
よ
く
美
し
く
庭

を
割
れ
る
か
は
、
庭
割
の
知
識
と
腕
の
見
せ
所
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
ス
エ
ツ
ケ
の
次
第
で
ど
の
位
置
を
与
え
ら
れ
る
か
が
、
踊
り
の
技
量

の
評
価
を
表
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
筆
者
が
こ
の
事
例
を
も
と
に

審
美
の
基
準
の
問
題
を
論
じ
よ
う
と
思
っ
た
の
は
こ
の
点
に
理
由
が
あ
る
。
つ
ま
り

こ
の
事
例
で
は
、
踊
り
の
評
価
は
単
に
個
人
的
な
印
象
と
し
て
経
験
さ
れ
る
だ
け
で

な
く
、
踊
り
手
の
位
置
と
い
う
結
果
に
表
れ
、
参
加
者
に
共
有
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
そ
の
役
割
は
ど
の
よ
う
に
決
め
ら
れ
る
か
。
筆
者
が
踊
り
の
な
か
で
良
い
役

と
は
何
か
と
尋
ね
た
の
に
対
し
、
あ
る
庭
割
は
「
尻シ
イ
と
頭カ
シ
タが
重
要
」
だ
と
答
え
た
。

庭
を
割
る
行
列
の
な
か
で
、
各
要
素
の
先
頭
と
末
尾
に
あ
た
る
位
置
が
重
要
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
次
の
図
4
を
参
照
し
て
欲
し
い
。

ナ
ラ
シ
の
一
週
間
の
各
日
の
次

第
を
ま
と
め
る
と
、
図
2
の
通
り

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ナ
ラ
シ
の

一
週
間
は
そ
れ
自
体
が
構
造
化
さ

れ
、
当
日
の
踊
り
を
部
分
的
に
構

成
し
て
い
る
。
現
地
の
青
年
と
の

会
話
の
な
か
で
、「
本
番
は
楽
し

む
だ
け
」
と
か
「
当
日
は
お
客
さ

ん
の
た
め
だ
け
ど
、
ナ
ラ
シ
は
自

分
た
ち
の
た
め
」
な
ど
と
い
う
言

葉
を
聞
く
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ

う
し
た
言
葉
か
ら
は
、
彼
ら
に

と
っ
て
こ
の
一
週
間
の
プ
ロ
セ
ス

全
体
が
、
七
夕
踊
へ
の
参
加
と
い

う
経
験
を
成
し
て
い
る
こ
と
が
聞

き
取
れ
る
。

図2　ナラシの次第
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図
4
ａ
が
、
太
鼓
踊
り
を
踊
っ
て
い
る
と
き
の
円
隊

で
あ
る
。
一
四
の
集
落
の
踊
り
手
と
、
鉦
役
の
子
ど
も

が
円
形
に
並
ぶ
。
こ
の
円
隊
が
庭
を
割
る
際
に
は
、
ま

ず
図
4
ｂ
の
よ
う
に
二
つ
の
列
に
分
割
さ
れ
る
。
そ
し

て
二
つ
の
列
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
順
路
で
庭
を
巡
っ

た
後
、図
4
ｃ
の
よ
う
に
連
結
さ
れ
、一
つ
の
列
に
な
っ

て
退
場
し
て
い
く
。
た
だ
し
踊
り
場
に
よ
っ
て
は
、
間

に
造
り
物
や
行
列
物
が
挟
ま
る
こ
と
が
あ
る
。「
尻
と

頭
が
重
要
」
と
は
、
こ
の
行
列
の
各
部
分
の
先
頭
と
最

後
尾
を
指
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
列
の
先
頭
と
最
後
尾
、
そ

し
て
「
鉦
の
尻
（
カ
ネ
ン
シ
）」
と
呼
ば
れ
る
鉦
の
直

図3　庭の割り方

後
の
位
置
が
重
要
と
さ
れ
る
。

こ
う
し
て
、
隊
形
の
な
か
で

重
要
な
役
と
考
え
ら
れ
る
位
置

に
据
え
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
、

そ
の
者
の
踊
り
が
評
価
さ
れ
た

こ
と
と
見
な
さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ

れ
の
役
は
必
ず
し
も
順
位
付
け

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

例
え
ば
「
座ザ
ビ
キ引

」
と
い
う
役
は

庭
を
割
っ
て
退
場
す
る
際
に
、

最
後
ま
で
庭
に
残
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
体
力
が
あ
り
踊
り
が

力
強
く
見
え
る
者
、
な
ど
と

い
っ
た
よ
う
に
、
踊
り
の
適
性

に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
と
言
わ
れ

る
。
し
か
し
中
で
も
多
く
の
者

図4ａ　踊りの円隊と配役

図4b　踊りの列への分割

図4c　踊りの退場の列
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が
狙
う
の
が
「
イ
デ
コ
引
き
）
20
（

」
と
い
う
役
で
あ
る
。
こ
の
役
だ
け
が
、
踊
り
の
な
か

で
一
番
ド
ン
と
対
面
に
な
っ
て
二
人
だ
け
で
演
じ
る
ツ
ノ
モ
ド
シ
）
21
（

と
呼
ば
れ
る
パ
ー

ト
を
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
と
く
に
他
の
踊
り
手
と
区
別
さ
れ
る
特
別
な
存
在
と

見
な
さ
れ
て
い
る
。
イ
デ
コ
引
き
は
、
本
番
の
五
つ
の
踊
り
場
に
、
そ
の
前
日
の
前

夜
祭
を
加
え
た
六
場
所
を
二
場
所
ず
つ
務
め
る
た
め
に
、
三
人
が
選
ば
れ
る
。
な
お

踊
り
の
中
で
最
も
名
誉
あ
る
役
は
一
番
ド
ン
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ナ
ラ
シ
の
始
ま
る

一
週
間
前
の
踊
り
相
談
と
い
う
会
議
に
お
い
て
、
各
集
落
の
青
年
団
長
と
庭
割
ら
に

よ
っ
て
自
薦
ま
た
は
他
薦
に
よ
っ
て
選
ば
れ
て
お
り
、
ナ
ラ
シ
の
ス
エ
ツ
ケ
と
は
無

関
係
で
あ
る
。か
つ
て
一
番
ド
ン
は
、二
度
目
の
踊
り
の
者
が
務
め
る
こ
と
が
多
か
っ

た
と
い
う
。

ス
エ
ツ
ケ
で
は
、
庭
割
た
ち
が
そ
れ
ま
で
の
各
集
落
の
踊
り
手
を
見
て
、
協
議
の

上
で
各
人
の
踊
り
を
評
価
し
、
踊
る
位
置
を
決
め
て
い
く
。
ま
ず
ス
エ
ツ
ケ
の
日
の

前
半
の
七
庭
の
際
に
、
庭
割
が
集
ま
っ
て
相
談
し
、
イ
デ
コ
引
き
の
最
初
の
一
人
を

決
め
る
。
そ
し
て
選
ば
れ
た
踊
り
手
を
ツ
ノ
モ
ド
シ
（
五
番
の
歌
の
最
後
の
一
節
）

の
前
に
一
番
ド
ン
の
対
面
に
「
引
っ
張
る
」（
踊
り
手
を
特
定
の
位
置
に
付
け
る
）。

次
に
後
半
の
一
三
庭
が
始
ま
る
前
に
、
再
度
庭
割
が
集
ま
っ
て
、
残
り
の
役
（
イ
デ

コ
引
き
の
二
人
目
、
三
人
目
、
座
引
、
カ
ネ
ン
シ
）
を
相
談
し
て
決
め
る
）
22
（

。
こ
の
相

談
は
、
堀
ノ
内
庭
を
管
理
す
る
和
田
家
の
座
敷
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
後
半
の

一
三
庭
は
、
二
人
目
の
イ
デ
コ
引
き
が
据
え
付
け
ら
れ
た
状
態
で
始
め
ら
れ
、
歌
が

六
番
か
ら
一
番
に
戻
っ
た
と
こ
ろ
で
、
残
り
の
す
べ
て
の
役
が
踊
り
の
輪
の
所
定
の

位
置
に
据
え
付
け
ら
れ
る
。
踊
り
手
の
技
量
が
拮
抗
し
て
い
る
場
合
は
、
輪
の
中
で

何
人
か
を
一
列
に
並
べ
て
直
接
比
較
す
る
こ
と
も
あ
る
。

ち
な
み
に
近
年
は
、
庭
割
の
相
談
は
踊
り
の
輪
の
内
側
で
行
う
こ
と
が
多
く
な
っ

て
い
る
。
公
正
に
相
談
し
て
決
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
そ
の
場
の
人
に
見
え
る
よ

う
に
す
る
た
め
だ
と
い
う
。
実
際
に
庭
割
が
相
談
し
て
い
る
姿
は
、
踊
り
手
を
は
じ

め
ナ
ラ
シ
の
庭
に
い
る
誰
に
も
見
え
て
い
る
が
、
相
談
の
内
容
は
声
が
聞
こ
え
な
い

た
め
に
わ
か
ら
な
い
。
踊
り
の
評
価
の
透
明
性
が
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
で
演
出
さ
れ
て

い
る
と
言
え
よ
う
。【
写
真
5
】

ま
た
庭
割
は
踊
り
手
を
据
え

付
け
る
と
き
も
、
一
人
一
人
に

対
し
て
ど
う
し
て
そ
の
位
置
に

付
け
ら
れ
た
の
か
と
い
っ
た
説

明
は
一
切
し
て
い
な
い
。
こ
う

し
た
こ
と
か
ら
、
結
果
と
し
て

与
え
ら
れ
た
踊
り
の
輪
の
中
で

の
位
置
に
よ
っ
て
、
各
々
の
踊

り
が
ど
う
し
て
、
ど
の
よ
う
に

評
価
さ
れ
た
の
か
、
関
心
を
も

つ
人
び
と
の
あ
い
だ
で
様
々
な

洞
察
が
め
ぐ
ら
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。

❸「
良
い
踊
り
」の
表
れ
を
探
る

こ
の
よ
う
に
、
良
い
踊
り
と
評
価
さ
れ
、
良
い
役
を
も
ら
う
こ
と
は
、
踊
り
に
関

わ
る
青
年
た
ち
の
目
標
で
あ
り
、
多
く
の
人
び
と
を
踊
り
に
惹
き
こ
む
力
と
な
っ
て

い
る
。
さ
ら
に
そ
れ
が
集
落
間
で
の
競
い
合
い
で
あ
る
こ
と
が
、
踊
り
に
競
技
的
な

性
格
を
も
た
せ
、
楽
し
み
の
源
泉
と
な
り
、
集
落
の
人
び
と
の
結
束
を
う
な
が
す
。

か
つ
て
七
夕
踊
り
で
は
し
ば
し
ば
青
年
た
ち
の
ケ
ン
カ
が
見
ら
れ
、
と
り
わ
け
四
体

の
動
物
の
造
り
物
ど
う
し
の
ぶ
つ
け
合
い
は
見
物
人
に
と
っ
て
も
見
所
と
な
っ
て
い

た
。
そ
う
し
た
ケ
ン
カ
や
ぶ
つ
け
合
い
の
理
由
の
大
半
は
、
ス
エ
ツ
ケ
の
結
果
に
対

す
る
各
集
落
青
年
の
意
地
の
張
り
合
い
だ
っ
た
の
だ
と
い
う
。
で
は
そ
の
踊
り
の
評

価
、
す
な
わ
ち
「
良
い
踊
り
」
と
は
現
在
の
彼
ら
に
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い

る
の
か
。

写真5　踊りの輪の中で相談する庭割
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実
際
に
踊
り
の
良
し
悪
し
を
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
庭
割
だ
け
で
あ
る

が
、
青
年
た
ち
の
間
で
、
あ
る
い
は
青
年
に
限
ら
ず
踊
り
に
関
わ
る
多
く
の
人
び
と

の
間
で
、
個
々
の
踊
り
手
の
巧
拙
は
も
ち
ろ
ん
、
庭
割
が
下
し
た
評
価
に
対
し
て
の

意
見
も
含
め
て
、
踊
り
に
関
す
る
評
価
は
頻
繁
に
話
題
に
な
っ
て
い
る
。
ナ
ラ
シ
の

庭
に
お
け
る
率
直
な
感
想
と
し
て
、
ウ
チ
ナ
ラ
シ
の
場
で
の
指
導
の
根
拠
と
し
て
、

ア
ガ
リ
や
そ
の
他
の
宴
会
で
の
批
評
や
愚
痴
と
し
て
、
昔
の
踊
り
を
回
想
す
る
エ
ピ

ソ
ー
ド
の
な
か
で
等
々
、各
々
の
考
え
る「
良
い
踊
り
」の
あ
り
方
は
語
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
し
正
面
か
ら
「
良
い
踊
り
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
す
か
」
と
尋
ね
て
も
、

そ
の
答
え
は
ほ
と
ん
ど
要
領
を
得
な
い
。
根
本
的
に
は
踊
り
の
評
価
は
感
覚
的
な
も

の
で
あ
る
。
筆
者
は
何
度
か
、
青
年
や
庭
割
に
、
評
価
の
内
容
に
つ
い
て
対
面
で
尋

ね
て
み
た
が
、
言
葉
に
し
よ
う
と
反
省
的
な
手
続
き
を
経
る
ほ
ど
、
内
容
は
乏
し
く

な
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
そ
う
し
て
結
局
は
、
関
与
と
観
察
を
続
け
る
こ
と
で
、

特
定
の
状
況
で
彼
ら
が
自
発
的
に
口
に
す
る
言
葉
や
見
せ
る
態
度
の
中
か
ら
、
可
能

な
限
り
敏
感
に
そ
の
表
れ
を
掴
み
取
る
と
い
う
方
法
に
頼
る
こ
と
に
な
っ
た
。以
下
、

そ
の
よ
う
に
し
て
筆
者
が
「
感
じ
る
」
こ
と
の
で
き
た
、
良
い
踊
り
の
表
れ
の
一
端

を
記
述
し
て
み
た
い
。

・
不
揃
い
の
美
学
？

筆
者
が
良
い
踊
り
の
特
徴
と
し
て
最
初
に
着
目
し
た
の
は
、
太
鼓
踊
り
が
集
団
の

踊
り
で
あ
り
な
が
ら
、
統
一
的
な
視
点
で
踊
り
を
「
揃
え
る
」
と
い
う
こ
と
が
ほ
と

ん
ど
求
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
多
少
な
り
と
も
ナ
ラ
シ
を
観
察

し
て
い
れ
ば
気
づ
く
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
踊
り
手
の
所
作
や
、
太
鼓
を
打
つ
タ
イ

ミ
ン
グ
な
ど
は
、
一
見
し
て
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
稽
古
が
進
む
に
つ
れ
て

自
然
と
統
一
が
取
れ
て
く
る
よ
う
に
は
見
え
る
が
、
あ
ら
た
め
て
注
意
し
て
観
察
し

て
い
て
も
、
ナ
ラ
シ
の
庭
で
「
踊
り
を
揃
え
る
よ
う
に
」
と
い
う
指
示
は
筆
者
の
記

憶
に
あ
る
限
り
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
ウ
チ
ナ
ラ
シ
の
際
に
、
す
で
に
踊
っ
た
先
輩

な
ど
と
相
対
し
て
、
鏡
像
的
に
そ
の
踊
り
に
合
わ
せ
て
踊
る
よ
う
指
示
さ
れ
る
こ
と

な
ど
は
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
模
倣
に
よ
る
技
能
の
習
得
の
た
め
で
あ
っ
て
、
他
者
の

踊
り
と
揃
え
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
特
徴
は
、
同
じ
大
里
地
区
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
も
う
一
つ
の
踊
り
、
虫
追
い

踊
り
と
比
較
し
た
場
合
に
さ
ら
に
顕
著
に
感
じ
ら
れ
る
。
虫
追
い
踊
り
は
、
七
夕
の

太
鼓
踊
り
と
は
異
な
っ
て
、
背
に
矢
旗
を
着
け
、
腰
に
水
平
に
取
り
付
け
た
太
鼓
を

両
側
か
ら
撥
で
打
ち
な
が
ら
踊
る
、
西
日
本
一
帯
に
広
く
分
布
す
る
太
鼓
踊
り
の
典

型
的
な
形
態
で
あ
る
。
大
里
で
は
九
月
に
虫
除
け
の
名
目
で
地
区
内
の
実
盛
塚
な
ど

を
巡
っ
て
演
じ
ら
れ
る
。

そ
の
一
方
で
こ
の
踊
り
は
、
地
域
の
愛
好
者
に
よ
っ
て
、
鉦
と
太
鼓
の
ア
ン
サ
ン

ブ
ル
の
集
団
舞
踊
に
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
て
演
じ
ら
れ
て
お
り
、
七
夕
の
際
に
も
最
後
の

踊
り
場
で
あ
る
堀
ノ
内
庭
で
の
太
鼓
踊
り
が
終
わ
っ
た
後
、
余
興
的
に
演
じ
ら
れ
て

い
る
。
男
女
年
齢
関
係
な
く
好
き
な
者
が
集
ま
っ
て
踊
る
の
で
、
半
ば
義
務
的
に
演

者
と
な
る
七
夕
の
太
鼓
踊
り
と
単
純
に
は
比
べ
ら
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
そ
の
メ
ン

バ
ー
に
は
近
年
七
夕
の
太
鼓
踊
り
を
踊
っ
た
青
年
が
何
人
も
参
加
し
て
い
る
。
ピ
ッ

チ
の
異
な
る
鉦
が
掛
け
合
い
で
織
り
な
す
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
る
躍
動
的
な
踊
り
で
、

テ
ン
ポ
が
速
い
こ
と
か
ら
少
々
の
踊
り
の
ズ
レ
も
目
立
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ

の
美
し
く
揃
っ
た
演
技
は
見
事
で
あ
る
。
聞
け
ば
必
ず
し
も
定
期
的
に
稽
古
を
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
、
と
き
ど
き
何
か
の
機
会
に
集
ま
っ
て
は
ぶ
っ
つ
け
で
踊
っ
て

い
る
の
だ
と
い
う
。
こ
れ
を
見
る
と
、
七
夕
の
太
鼓
踊
り
の
不
揃
い
の
原
因
が
、
技

能
・
技
量
の
問
題
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
揃
え
よ
う
と
思
え
ば
揃
え
る
こ
と
は

彼
ら
に
と
っ
て
そ
れ
ほ
ど
難
し
く
は
な
い
は
ず
だ
。
つ
ま
り
、七
夕
の
太
鼓
踊
り
は
、

そ
も
そ
も
所
作
を
揃
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
な
い
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

・
良
い
踊
り
の
言
語
表
現

次
に
ど
の
よ
う
な
踊
り
が
良
い
踊
り
か
、
そ
れ
を
表
現
す
る
言
葉
の
い
く
つ
か
を

拾
っ
て
み
た
い
。

例
え
ば
「
笠
が
踊
る
」
あ
る
い
は
「
笠
を
踊
ら
す
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
太
鼓
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踊
り
の
踊
り
手
は
、
頭
部
に
竹
の
骨
組
み
と
色
紙
で
作
っ
た
大
き
な
独
特
の
装
飾
の

花
笠
を
着
け
て
踊
る
。
こ
の
花
笠
は
、
様
々
な
模
様
を
貼
り
付
け
た
紙
製
の
外
周
の

上
部
を
五
枚
の
鷹
の
羽
模
様
で
ド
ー
ム
状
に
覆
っ
た
外
枠
と
、
踊
り
手
の
頭
に
取
り

付
け
ら
れ
る
籠
と
色
紙
の
短
冊
を
取
り
付
け
た
輪
で
作
ら
れ
る
内
枠
、
さ
ら
に
中
心

に
五
方
に
伸
び
る
房
飾
り
を
付
け
た
横
枝
、
島
津
の
家
紋
で
あ
る
丸
十
の
印
、
先
端

に
白
馬
の
毛
を
つ
け
た
芯
棒
か
ら
成
っ
て
い
る
。【
写
真
6
】
こ
の
複
雑
な
構
造
の

花
笠
が
、踊
り
手
の
所
作
に
呼
応
し
、各
部
の
装
飾
が
揺
り
動
か
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、踊
り
が
美
し
く
見
え
る
の
だ
と
い
う
。
そ
の
た
め
に
踊
り
手
は
力
を
抜
い
て「
丸

く
」
踊
る
の
が
良
い
と
言
わ
れ
る
。
自
分
の
身
体
の
動
き
よ
り
も
、
そ
れ
に
連
動
す

る
笠
の
動
き
を
意
識
す
る
の
で
あ
る
。
実
際
に
は
ナ
ラ
シ
の
期
間
は
笠
を
着
け
ず
に

稽
古
す
る
の
で
、
こ
の
言
葉
は
、
稽
古
の
と
き
に
も
頭
の
上
に
笠
が
あ
る
こ
と
を
意

識
す
る
よ
う
に
と
い
う
意
味
合
い
も
含
ん
で
い
る
。

こ
の
表
現
が
興
味
深
い
の
は
、
直
近
の
踊
り
の
変
化
に
よ
っ
て
再
認
識
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
か
つ
て
笠
は
各
集
落
の
青
年
が
そ
れ
ぞ
れ
作
っ
て
い
た

が
、
近
年
は
そ
の
大
半
を
一
人
の
人
物
が
請
け
負
っ
て
作
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
そ

の
人
物
が
体
調
を
崩
し
て
入
院
す
る
こ
と
に
な
り
、
二
〇
一
三
年
か
ら
は
可
能
な
限

り
各
集
落
で
笠
を
作
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
。
筆
者
が
こ
の
話
し
を
詳
し
く
聞
い
た

の
は
そ
の
年
の
こ
と
で
、
久
し
振
り
に
笠
を
作
る
こ
と
に
な
っ
た
あ
る
集
落
で
は
、

踊
り
を
美
し
く
見
せ
る
た
め
に
、
中
央
の
芯
棒
を
可
動
式
に
し
て
よ
く
回
る
よ
う
に

作
る
の
だ
と
、
笠
作
り
の
経
験
の
あ
る
者
か
ら
教
わ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
別
の
集
落

で
は
、
芯
棒
に
つ
く
房
飾
り
の
付
い
た
横
枝
が
跳
ね
て
揺
れ
る
よ
う
に
作
る
と
、
踊

り
も
よ
く
見
え
る
と
聞
い
た
と
い
う
。
か
つ
て
は
当
た
り
前
で
あ
っ
た
自
ら
花
笠
を

作
る
と
い
う
行
為
が
再
び
経
験
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
笠
を
踊
ら
す
」
と
い
う

審
美
的
な
感
覚
が
あ
ら
た
め
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
と
似
た
表
現
と
し
て
「
太
鼓
を
踊
ら
す
」
と
い
う
言
葉
も
あ
る
。
集
落
ご
と

の
ウ
チ
ナ
ラ
シ
で
聞
か
れ
る
言
葉
で
、
普
通
に
は
、
力
を
抜
い
て
、
太
鼓
が
滑
ら
か

に
動
く
よ
う
に
踊
る
べ
し
と
い
う
注
意
と
し
て
受
け
と
ら
れ
る
。「
滑
ら
か
に
」
と

い
う
の
は
、
所
作
に

淀
み
が
な
く
流
れ
る

よ
う
に
と
い
う
ほ
ど

の
意
味
で
あ
ろ
う
。

身
体
の
各
部
位
の
個

別
の
動
き
に
囚
わ
れ

ず
、
全
体
が
統
一
さ

れ
た
滑
ら
か
な
動
き

が
良
い
踊
り
だ
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
と

こ
ろ
が
わ
ず
か
一
週
間
の
稽
古
期
間
し
か
な
い
太
鼓
踊
り
に
お
い
て
、
と
く
に
初
め

の
数
日
の
踊
り
手
は
、
右
手
は
こ
う
、
足
の
踏
み
方
は
こ
う
、
太
鼓
を
叩
く
と
き
の

手
の
返
し
は
こ
う
、
と
踊
り
を
分
節
し
て
、
そ
の
各
部
に
そ
れ
ぞ
れ
意
識
を
向
け
て

い
る
。
ど
こ
か
に
気
を
使
う
と
別
の
部
分
が
動
か
な
く
な
る
。
そ
ん
な
状
態
は
「
ガ

チ
ガ
チ
」の
力
が
入
っ
た
状
態
で
あ
る
。そ
の
よ
う
に
意
識
し
て
身
体
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
し
よ
う
と
思
わ
な
く
て
も
、
自
然
に
身
体
が
動
く
よ
う
に
力
を
抜
い
て
踊
れ
る
よ

う
に
な
る
と
、あ
た
か
も
太
鼓
が
自
ら
動
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
、踊
り
が
良
く
な
っ

た
と
さ
れ
る
。
当
然
こ
れ
に
は
あ
る
程
度
の
慣
れ
が
必
要
で
あ
る
。

さ
ら
に
関
連
し
て
、
本
番
の
踊
り
を
評
し
て
「
最
後
の
庭
が
一
番
」
と
い
う
こ
と

も
頻
繁
に
耳
に
す
る
。
ナ
ラ
シ
の
一
週
間
を
経
て
、
当
日
も
一
日
か
け
て
多
く
の
踊

り
場
を
回
っ
た
踊
り
手
は
、
最
後
の
一
つ
前
の
踊
り
場
（
払
山
の
茶
屋
ン
前
）
が
終

わ
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
公
民
館
や
自
宅
に
帰
っ
て
、
食
事
を
し
た
り
風
呂
に
入
っ
た
り

し
て
く
つ
ろ
ぐ
。
そ
し
て
日
が
暮
れ
て
観
客
の
大
半
も
帰
っ
て
し
ま
っ
た
後
、
あ
ら

た
め
て
堀
ノ
内
庭
に
集
ま
っ
て
最
後
の
踊
り
庭
を
務
め
る
の
で
あ
る
。多
く
の
人
が
、

こ
の
最
後
の
庭
で
見
ら
れ
る
踊
り
が
一
番
美
し
い
と
言
う
。
そ
れ
は
踊
り
手
の
緊
張

が
解
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
踊
り
手
の
最
も
自
然
体
の
踊
り
が
見
ら
れ
る
か
ら
だ
と
い

う
。

写真6　太鼓踊りの踊り手が着ける花笠
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た
だ
し
自
然
体
の
踊
り
と
い
う
の
を
、
単
に
力
の
抜
け
た
、
緊
張
の
ほ
ぐ
れ
た
踊

り
と
理
解
す
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
大
切
だ
と
さ
れ
る
の
は
、
自
分
自
身
で

も
自
分
の
身
体
の
動
き
を
分
析
的
に
と
ら
え
る
必
要
の
な
い
ほ
ど
、
踊
り
が
自
分
の

「
身
に
つ
い
た
」
状
態
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ウ
チ
ナ
ラ
シ
の
場
面

で
庭
割
が
、
踊
り
手
の
状
態
が
ま
だ
十
分
で
な
い
と
い
う
と
き
に
、
踊
り
が
「
わ
が

も
ん
に
な
っ
ち
ょ
ら
ん
」
と
言
う
の
を
し
ば
し
ば
耳
に
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
誰
か

に
言
わ
れ
た
こ
と
や
、
周
囲
の
者
の
踊
り
に
影
響
さ
れ
て
い
る
う
ち
は
未
熟
な
の
で

あ
り
、
そ
れ
ら
を
吸
収
し
な
が
ら
も
、
自
分
な
り
に
内
面
化
し
て
自
信
を
も
っ
て
踊

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
他
者
の
目
か
ら
見
て
、
そ
の
人
が
自

分
の
踊
り
を
自
然
に
演
じ
き
っ
て
い
る
と
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て
、
初
め
て
踊
り
が

「
自
分
の
も
の
に
な
っ
た
」
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
最
初

に
挙
げ
た
「
笠
を
踊
ら
す
」「
太
鼓
を
踊
ら
す
」
と
い
う
表
現
も
、
笠
や
太
鼓
の
動

き
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
表
現
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
踊
り
手
の
身
体
の
動
き
が
極

め
て
自
然
で
、
そ
れ
ゆ
え
見
る
者
の
意
識
が
そ
こ
（
踊
り
手
の
身
体
）
に
向
か
な
い

ほ
ど
に
、各
人
の
身
体
に
踊
り
が
染
み
込
ん
だ
状
態
を
い
う
表
現
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

・
流
派
の
存
在
が
説
明
す
る
も
の

次
に
踊
り
の
審
美
性
の
表
れ
の
一
つ
と
し
て
、
様
式
（
ス
タ
イ
ル
）
の
問
題
を
取

り
上
げ
て
み
た
い
。
と
い
う
の
も
、従
来
の
研
究
に
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、

こ
の
七
夕
踊
り
に
は
、
踊
り
の
流
派
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
が
存
在
し
て
お
り
、
と
く
に

踊
り
を
よ
く
知
る
者
ほ
ど
そ
れ
を
意
識
し
て
い
る
。
当
然
、
そ
の
流
派
的
特
徴
は
踊

り
の
評
価
に
も
影
響
す
る
。

流
派
は
、
大
き
く
は
大
里
川
を
挟
ん
で
北
と
南
で
分
か
れ
て
お
り
、
川
北
の
踊
り

の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
イ
ン
キ
ョ
踊
り
、
川
南
の
踊
り
と
し
て
は
川
崎
踊
り
と
呼

ば
れ
る
も
の
が
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
流
派
の
名
称
は
、
そ
の
踊

り
の
元
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
る
過
去
の
踊
り
手
や
、
そ
の
踊
り
を
伝
え
た
家
や
地
名

な
ど
の
固
有
名
か
ら
と
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
イ
ン
キ
ョ
踊
り
と
は
、
川
北
の
木
場

迫
集
落
の
屋
号
イ
ン
キ
ョ
と
い
う
家
の
人
物
の
踊
り
が
元
に
な
っ
て
お
り
、
川
崎
踊

り
は
、
川
南
の
堀
集
落
の
川
崎
家
に
よ
っ
て
踊
り
継
が
れ
て
き
た
踊
り
、
と
い
っ
た

具
合
に
説
明
さ
れ
る
。
他
に
も
、
シ
ュ
ザ
ン
踊
り
（
木
場
迫
集
落
に
あ
っ
た
屋
号
か

ら
）、
重し
げ
の
ぶ信

踊
り
（
大
里
川
の
支
流
で
あ
る
重
信
川
の
流
域
に
近
い
一
帯
、
現
在
の

池
ノ
原
、
陳
ヶ
迫
、
下
手
中
、
佐
保
井
な
ど
の
集
落
で
踊
ら
れ
て
い
た
）、
下
手
踊

り
（
重
信
踊
り
と
同
じ
と
い
う
人
と
、
異
な
る
と
い
う
人
が
い
た
）、
ス
ヤ
踊
り
（
川

南
に
あ
っ
た
屋
号
か
ら
）
な
ど
、
同
じ
く
固
有
名
に
ま
つ
わ
る
踊
り
の
様
式
、
あ
る

い
は
北
条
川
ベ
と
い
う
独
特
の
ベ
（
撥
）
の
振
り
方
な
ど
、
細
か
な
様
式
的
特
徴
を

聞
く
こ
と
が
で
き
た
。

と
こ
ろ
が
こ
れ
に
つ
い
て
聞
い
て
い
る
う
ち
に
、
各
々
の
流
派
の
特
徴
に
つ
い
て

の
知
識
が
、
聞
く
人
ご
と
に
か
な
り
食
い
違
う
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
た
。
川
北
の
踊

り
が
柔
ら
か
い
踊
り
に
対
し
て
、
川
南
は
力
強
い
踊
り
、
と
い
っ
た
大
枠
の
レ
ベ
ル

で
の
共
通
理
解
は
あ
る
に
せ
よ
、
あ
る
人
が
語
る
○
○
踊
り
の
特
徴
と
、
別
の
人
が

語
る
そ
れ
と
は
、
細
か
く
聞
く
ほ
ど
齟
齬
が
あ
る
。

こ
れ
に
関
し
て
筆
者
に
は
一
つ
の
印
象
深
い
経
験
が
あ
る
。
二
〇
一
二
年
の
七
夕

が
終
わ
っ
た
翌
日
の
庭
割
の
ア
ガ
リ
に
同
席
し
た
際
、
そ
の
場
に
い
た
庭
割
た
ち
に

踊
り
の
流
派
に
つ
い
て
質
問
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
一
人
の
庭
割
か
ら
「
そ
う
い
う
こ

と
を
皆
の
前
で
聞
く
も
ん
じ
ゃ
な
い
」
と
注
意
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
皆
そ
れ
ぞ
れ
の

踊
り
を
持
っ
て
い
る
ん
だ
か
ら
、
各
々
の
語
る
内
容
は
違
っ
て
当
然
で
あ
る
と
言
わ

れ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。
こ
れ
を
聞
い
て
筆
者
は
、
そ
れ
以
前
に
別
の
庭
割
が
、
踊

り
を
評
価
す
る
際
に
「
自
分
の
知
っ
て
い
る
型
と
違
う
踊
り
方
を
す
る
者
が
あ
っ
て

も
、
流
派
が
違
う
の
だ
か
ら
、
そ
の
違
い
を
認
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
語
っ
て

い
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
。

こ
れ
ら
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
踊
り
の
流
派
の
特
徴
は
、
多
く
の
人
に
共
有
さ
れ

た
体
系
的
な
知
識
で
は
な
く
、
む
し
ろ
断
片
的
な
知
識
と
し
て
曖
昧
さ
や
齟
齬
を
含

ん
だ
ま
ま
管
理
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
各
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
知
識

を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
が
す
べ
て
整
合
性
を
も
つ
必
要
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
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れ
は
多
様
な
踊
り
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
説
明
し
、
許
容
す
る
た
め
の
知
識
で
あ
っ

て
、
そ
れ
で
十
分
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

民
俗
芸
能
に
お
い
て
も
○
○
流
と
い
っ
た
流
派
の
名
乗
り
が
認
め
ら
れ
る
例
は
そ

れ
な
り
に
知
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
東
日
本
に
数
多
あ
る
三
匹
獅
子
舞
の
由
来
巻
物

と
と
も
に
伝
え
ら
れ
る
流
派
や
、
東
北
の
神
楽
や
鹿
踊
り
に
見
ら
れ
る
師
弟
関
係
に

基
づ
く
流
派
の
別
な
ど
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
。
こ
う
し
た
流

派
の
存
在
は
、
自
ら
が
伝
え
る
も
の
の
正
統
性
を
保
証
し
、
権
威
付
け
る
も
の
と
し

て
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
大
里
七
夕
踊
り
の
事
例
に
お

い
て
、
流
派
の
存
在
は
そ
う
し
た
正
統
性
や
権
威
を
主
張
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
唯

一
の
正
し
い
踊
り
方
と
い
っ
た
正
統
性
を
相
対
化
し
、
細
か
な
踊
り
方
の
差
異
を
認

め
る
た
め
の
知
識
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

・
筋
の
意
識

さ
ら
に
流
派
の
問
題
と
関
連
し
て
、
自
分
の
踊
り
を
説
明
す
る
際
に
強
調
さ
れ
る

「
筋
」
の
問
題
に
も
注
目
し
た
い
。
と
く
に
踊
り
に
熱
心
に
関
わ
る
者
が
、
自
分
が

良
い
踊
り
手
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
要
因
や
、
自
分
の
踊
り
の
ス
タ
イ

ル
の
特
徴
、
あ
る
い
は
単
純
に
自
分
が
「
踊
り
バ
カ
」（
人
並
み
外
れ
て
踊
り
に
入

れ
込
む
者
）
で
あ
る
理
由
と
い
っ
た
こ
と
を
、
し
ば
し
ば
出
自
や
系
譜
関
係
を
引
き

合
い
に
出
し
て
語
る
こ
と
が
あ
る
。
彼
ら
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
そ
の
人
は
「
○
○

の
筋
だ
か
ら
」
踊
り
が
上
手
か
っ
た
り
、
踊
り
が
好
き
だ
っ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。

実
際
に
も
、
庭
割
に
な
る
よ
う
な
人
は
、
家
系
の
中
に
庭
割
の
経
験
者
が
多
い
。

あ
る
庭
割
は
、
自
分
の
踊
り
の
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て
、
自
分
の
集
落
は
本
来
な
ら

下
手
踊
り
で
あ
る
が
、
や
は
り
庭
割
で
あ
っ
た
自
分
の
祖
父
が
川
南
の
崎
野
か
ら
養

子
に
来
た
の
で
、
川
崎
流
の
手
が
入
っ
て
い
る
、
な
ど
と
筆
者
に
説
明
し
て
く
れ
た
。

ま
た
あ
る
人
は
、
若
い
頃
か
ら
「
イ
デ
コ
を
引
か
な
け
れ
ば
家
の
恥
」
だ
と
聞
か
さ

れ
て
育
ち
、
そ
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
乗
り
越
え
て
実
際
に
イ
デ
コ
引
き
を
勝
ち
取
っ

た
と
い
う
経
験
を
語
っ
て
く
れ
た
。
ま
た
あ
る
と
き
筆
者
は
、
比
較
的
若
い
知
人
の

一
人
に
、
自
分
は
「
ア
ラ
ケ
の
筋
」
の
者
で
あ
る
と
親
か
ら
聞
か
さ
れ
た
が
、
ア
ラ

ケ
と
は
何
だ
ろ
う
か
と
尋
ね
ら
れ
た
。
筆
者
に
も
見
当
が
つ
か
な
か
っ
た
の
で
、
そ

の
後
の
調
査
の
中
で
聞
き
取
り
を
進
め
た
と
こ
ろ
、
も
と
は
島
内
集
落
に
あ
っ
た
医

者
の
家
で
、「
荒
木
ド
ン
の
屋
敷
」
と
呼
ば
れ
る
敷
地
が
あ
っ
た
。
そ
こ
に
門
前
集

落
か
ら
出
た
あ
る
一
族
の
分
家
が
居
を
構
え
た
。
そ
れ
以
来
、
そ
の
筋
か
ら
は
庭
割

や
踊
り
の
名
人
と
呼
ば
れ
る
者
を
何
人
も
輩
出
し
て
お
り
、
そ
の
筋
の
者
を
ア
ラ
ケ

（
荒
木
家
の
転
訛
で
あ
ろ
う
）
と
い
う
の
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。
彼
の
母
も

ま
た
、
そ
の
家
の
出
身
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
筋
は
、
踊
り
の
技
量
の
評
価
を
事
後
的
に
追
認
す
る
場
合
に
も
し
ば

し
ば
言
及
さ
れ
る
。
例
え
ば
ナ
ラ
シ
の
庭
で
、
特
定
の
目
立
つ
踊
り
手
を
見
て
「
あ

れ
は
ど
こ
の
子
か
い
」
と
尋
ね
、「
○
○
さ
ん
ち
の
長
男
で
す
」
な
ど
と
聞
く
と
、「
そ

う
か
、
あ
そ
こ
は
親
父
も
上
手
か
っ
た
」
な
ど
と
答
え
る
と
い
う
会
話
を
聞
く
こ
と

は
珍
し
く
な
い
。
踊
り
の
技
量
が
筋
に
よ
っ
て
追
認
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
個
別
の
踊

り
に
対
す
る
印
象
が
、
筋
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
固
た
る
評
価
に
変
わ
る
の
で
あ

る
。「
踊
り
手
の
血
が
流
れ
て
い
る
」
な
ど
と
い
う
と
大
げ
さ
な
表
現
と
聞
こ
え
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
地
域
の
人
び
と
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
が
当
然

の
こ
と
と
受
け
と
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

・
成
長
を
評
価
す
る

最
後
に
踊
り
の
評
価
に
関
し
て
、
多
く
の
人
び
と
が
共
通
に
認
め
る
特
徴
に
つ
い

て
述
べ
よ
う
。
そ
れ
は
、
良
い
踊
り
と
は
「
成
長
が
見
え
る
」
踊
り
だ
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

前
に
踊
り
の
評
価
は
木
曜
日
の
ス
エ
ツ
ケ
の
際
に
な
さ
れ
る
と
述
べ
た
が
、
実
際

に
は
ス
エ
ツ
ケ
時
点
の
踊
り
の
み
が
評
価
の
対
象
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
評
価
の

対
象
と
な
る
の
は
、一
週
間
の
ナ
ラ
シ
の
過
程
に
お
け
る
個
々
の
踊
り
手
の
「
成
長
」

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
例
え
ば
ス
エ
ツ
ケ
の
日
以
前
の
早
い
段
階
か
ら
、
技
量
的
に

は
問
題
な
く
仕
上
が
っ
て
い
る
踊
り
手
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
ナ
ラ
シ
の
過
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程
で
上
積
み
が
見
ら
れ
な
い
と
判
断
さ
れ
る
と
、あ
ま
り
良
い
評
価
を
得
ら
れ
な
い
。

逆
に
最
初
は
未
熟
で
あ
っ
た
踊
り
手
が
、
ナ
ラ
シ
の
期
間
中
に
日
に
日
に
伸
び
た
と

見
な
さ
れ
る
と
、
非
常
に
高
く
評
価
さ
れ
る
。
筆
者
の
調
査
の
経
験
の
な
か
で
も
、

例
え
ば
あ
る
集
落
の
そ
の
年
の
踊
り
手
が
、
初
日
か
ら
比
較
的
上
手
く
踊
れ
る
場
合

な
ど
、
庭
割
は
あ
え
て
初
め
の
う
ち
は
直
接
的
な
指
導
を
せ
ず
、
自
分
自
身
で
ど
こ

が
改
善
で
き
る
か
を
考
え
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
ま
た
庭
割
は
、
未
熟
な

踊
り
で
あ
っ
て
も
そ
れ
を
「
下
手
な
」
踊
り
と
言
う
こ
と
は
避
け
る
よ
う
心
が
け
て

い
る
と
い
う
。彼
ら
が
未
熟
な
踊
り
手
に
声
を
か
け
る
と
き
に
は「
あ
す
こ
が
も
ち
っ

と
な
あ
」
な
ど
と
い
っ
て
、
常
に
成
長
の
余
地
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
、
次
の
ナ
ラ

シ
ま
で
に
改
善
さ
れ
る
か
を
見
る
の
だ
と
い
う
。

ス
エ
ツ
ケ
が
一
週
間
の
ナ
ラ
シ
の
四
日
目
に
行
わ
れ
る
と
い
う
の
は
、
ナ
ラ
シ
の

過
程
に
お
け
る
一
つ
の
妙
味
で
あ
る
。
ど
れ
だ
け
伸
び
た
か
を
見
る
の
で
あ
れ
ば
、

当
然
、
踊
り
当
日
の
直
前
に
評
価
が
行
わ
れ
て
然
る
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
そ
れ
が
ま
だ
過
程
全
体
の
半
分
強
の
段
階
で
行
わ
れ
る
こ
と
は
ど
う
理
解
す
べ
き

だ
ろ
う
か
。
多
く
の
者
が
、
成
長
し
た
踊
り
が
評
価
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て

い
る
の
で
、
ス
エ
ツ
ケ
の
時
に
は
「
八
分
咲
き
が
良
い
」
な
ど
と
言
わ
れ
る
の
を
頻

繁
に
耳
に
す
る
。
ス
エ
ツ
ケ
の
状
態
で
満
開
の
花
は
、
踊
り
当
日
に
は
枯
れ
て
し
ま

う
と
い
う
比
喩
的
な
表
現
で
、
そ
こ
か
ら
更
な
る
成
長
を
感
じ
さ
せ
る
踊
り
が
良
い

踊
り
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
昭
和
七
年
生
ま
れ
の
元
庭
割
の
男
性
は
、
同
じ
こ
と

を
か
つ
て
は
「
八は
っ
ご
う合
踊
り
」
と
表
現
し
て
い
た
と
も
語
っ
て
お
り
、
こ
う
し
た
審
美

的
な
観
点
が
少
な
く
と
も
昭
和
二
〇
年
代
頃
に
は
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ

れ
る
。

し
か
し
厳
密
に
言
え
ば
、「
伸
び
し
ろ
」と
い
う
将
来
の
不
確
実
性
を
含
む
も
の
は
、

直
接
知
覚
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
い
わ
ば
目
に
見
え
な
い
も
の
が
判
断
材
料
と
し

て
、
踊
り
の
評
価
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
伸
び
し
ろ
を

見
て
と
り
、
そ
れ
を
評
価
す
る
と
い
う
の
は
、
庭
割
と
い
う
特
別
な
役
割
に
求
め
ら

れ
る
特
殊
な
判
断
力
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
者
は
基
本
的
に
そ
の
評
価
を
尊
重
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

実
を
言
え
ば
、
庭
割
の
評
価
に
対
す
る
意
見
や
批
評
は
、
非
公
式
の
場
で
は
そ
れ

な
り
に
耳
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
庭
割
も
ま
た
、
そ
う
し
た
意
見
が
あ
る
こ
と
は
十

分
に
承
知
し
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
、
誰
か
が
庭
割
の
評
価
に
疑
問
を
も
っ
た
場

合
に
、
こ
の
伸
び
し
ろ
と
い
う
独
特
の
判
断
材
料
が
、
そ
の
不
満
を
解
消
す
る
あ
る

種
の
バ
ッ
フ
ァ
ー
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
良
い
と
思
っ
た
踊
り
手

が
相
応
の
評
価
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
、「
上
手
い
け
れ
ど
、
伸
び
が
足
り
な

か
っ
た
の
だ
」と
か「
あ
そ
こ
を
直
し
て
お
け
ば
、も
っ
と
高
く
評
価
さ
れ
た
は
ず
だ
」

な
ど
と
い
っ
て
、
原
因
を
踊
り
手
自
身
に
求
め
て
納
得
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
。
同
じ

よ
う
な
説
明
を
庭
割
自
身
が
す
る
こ
と
も
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
踊
り
の
評
価
に
お
け
る
最
た
る
特
徴
は
、
そ
の
良
し
悪
し
が
他

の
誰
か
と
の
比
較
で
は
な
く
、
踊
り
手
の
一
人
一
人
の
以
前
の
状
態
と
の
比
較
に
求

め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
挙
げ
て
き
た
様
々
な
「
良
い
踊

り
」
を
構
成
す
る
要
件
も
、
全
て
こ
の
こ
と
に
関
わ
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

❹
考
察
│
良
い
踊
り
の
文
化
的
構
成

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
、
大
里
七
夕
踊
り
に
お
け
る
「
良
い
踊
り
」
と
い
う
評
価

に
関
わ
る
審
美
の
基
準
を
、
も
う
一
度
ま
と
め
て
み
よ
う
。
こ
の
踊
り
を
評
価
す
る

基
準
と
し
て
最
も
重
視
さ
れ
て
い
た
の
は
、一
人
一
人
の
踊
り
手
の
成
長
で
あ
っ
た
。

だ
か
ら
こ
そ
、
他
の
踊
り
手
と
所
作
を
揃
え
る
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
求
め
ら
れ

ず
、
む
し
ろ
踊
り
を
ど
れ
だ
け
自
分
の
も
の
に
で
き
て
い
る
か
、
そ
れ
を
ど
れ
だ
け

自
然
体
で
表
現
で
き
て
い
る
か
が
高
く
評
価
さ
れ
る
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
踊
り
に

は
様
々
な
流
派
が
存
在
す
る
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
れ
も
特
定
の
ス
タ
イ
ル
の
権
威
付

け
に
働
く
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
個
々
の
踊
り
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
許
容
す

る
た
め
の
知
識
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

つ
ま
り
こ
こ
で
の
踊
り
の
審
美
的
な
評
価
は
、
踊
る
姿
や
技
巧
と
い
う
、
直
接
知
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覚
で
き
る
形
式
的
な
観
点
だ
け
で
な
く
、
そ
の
踊
り
手
が
ど
ん
な
人
物
で
、「
そ
の

人
な
り
」
の
踊
り
を
し
て
い
る
か
と
い
う
、
言
わ
ば
踊
り
手
の
人
格
と
強
く
結
び
つ

い
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
た
。
踊
り
の
型
の
違
い
は
個
性
の
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
は
最
大
限
に
尊
重
さ
れ
る
。
た
だ
し
個
性
が
尊
重
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
、

そ
の
個
性
は
、
様
々
な
関
係
性
に
根
ざ
し
た
「
社
会
的
な
個
人
」
と
し
て
の
そ
の
人

ら
し
さ
、
と
い
う
も
の
と
理
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。
あ
る
一
人
の
踊
り
は
、
彼
の
み

で
作
り
上
げ
る
も
の
で
は
な
く
、
集
落
の
青
年
た
ち
の
協
力
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、
集

落
青
年
の
個
性
を
代
表
す
る
踊
り
で
あ
っ
て
、ど
の
集
落
で
、誰
に
教
わ
る
か
に
よ
っ

て
流
派
的
な
特
徴
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
筋
の
意
識
な
ど
も
個
性
の
社
会
的

な
側
面
の
表
れ
で
あ
り
、
あ
る
筋
の
者
で
あ
れ
ば
、
良
い
踊
り
手
で
あ
る
は
ず
だ
と

い
う
社
会
的
な
承
認
を
受
け
、
ま
た
実
際
に
良
い
踊
り
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

た
だ
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
踊
り
が
個
性
的
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
だ
け
で
は
評
価
に

は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
ど
れ
だ
け
十
分
に
個
性
を
表
現
し
得
た
か
の
程
度
と
い
う

観
点
が
導
入
さ
れ
る
。
個
性
の
表
現
と
し
て
の
踊
り
は
稽
古
に
よ
っ
て
磨
く
こ
と
が

で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
評
価
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
踊
り
の
評
価
は
、
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
に
代
表
さ
れ
る
近
代
美

学
）
23
（

が
、
美
を
内
容
や
機
能
に
対
す
る
形
式
の
優
越
と
し
て
、
ま
た
道
徳
と
厳
格
に
区

別
で
き
る
価
値
と
し
て
論
じ
た
の
と
は
大
き
く
異
な
る
美
の
有
様
で
あ
る
）
24
（

。

も
ち
ろ
ん
こ
の
事
例
に
お
い
て
も
、
形
式
に
対
す
る
評
価
が
全
く
行
わ
れ
て
い
な

い
と
言
う
こ
と
は
適
切
で
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
が
踊
り
と
い
う
身
体
表
現
に
対

す
る
評
価
で
あ
る
以
上
、
こ
こ
で
述
べ
た
よ
う
な
要
件
が
「
見
て
と
れ
る
」
踊
り
で

な
け
れ
ば
評
価
の
対
象
に
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
指
摘
し
た
い
の
は
、
踊

り
の
形
式
と
、
そ
れ
が
表
現
し
て
い
る
内
容
と
を
分
離
し
て
、
専
ら
形
式
の
み
の
知

覚
に
よ
っ
て
美
が
感
得
さ
れ
る
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
不
自
然
な
認
識
の
仕
方
を
、

こ
の
例
の
人
び
と
は
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
は
、形
式
主
義
的
な
美
学
の
脱
文
脈
性
（
＝
普
遍
性
）
が
、

美
的
経
験
の
脱
文
脈
化
、
す
な
わ
ち
評
価
の
対
象
と
評
価
す
る
者
の
存
在
を
と
も
に

歴
史
性
や
社
会
性
か
ら
引
き
剝
が
し
て
位
置
づ
け
る
と
い
う
操
作
に
よ
っ
て
得
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る〔
ブ
ル
デ
ュ
ー　

一
九
九
六
〕。
そ
れ
に
対
し
て
、「
大

衆
美
学
」
に
お
い
て
は
、
何
か
を
「
よ
い
も
の
」
と
判
断
す
る
際
に
、
そ
れ
が
表
象

し
て
い
る
内
容
で
あ
る
道
徳
や
楽
し
み
と
い
っ
た
も
の
へ
の
参
照
が
し
ば
し
ば
行
わ

れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
経
験
を
美
か
ら
排
除
す
る
こ
と
は
、
日
常
的
な
生
活

経
験
と
距
離
を
と
る
こ
と
で
自
ら
の
特
権
的
立
場
を
確
保
す
る
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
経

験
の
原
理
」で
あ
る
と
厳
し
く
批
判
す
る〔
ブ
ル
デ
ュ
ー　

一
九
九
〇
〕。
ブ
ル
デ
ュ
ー

特
有
の
階
級
論
を
受
け
入
れ
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
生
活
経
験
に
立
脚
し
た
と

き
、
形
式
と
機
能
や
内
容
を
峻
別
し
て
審
美
的
な
判
断
を
行
う
と
考
え
る
こ
と
が
不

自
然
で
あ
る
こ
と
は
理
解
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
民
俗
学
や
文
化
人
類
学
の
よ
う
に

文
化
を
全
体
論
的
に
研
究
す
る
よ
う
な
立
場
に
お
い
て
、
人
び
と
の
日
常
生
活
の
文

脈
に
埋
め
込
ま
れ
た
状
態
で
美
を
論
じ
よ
う
と
す
る
場
合
、
そ
の
関
心
が
、
様
々
な

価
値
と
混
然
と
し
て
認
識
さ
れ
る
「
良
さ
」
に
注
が
れ
る
の
は
必
然
で
あ
る
）
25
（

。

し
か
し
、
両
者
の
参
照
関
係
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
、
本
稿
の
目
的
に
と
っ
て
十

分
で
は
な
い
。
こ
こ
で
の
関
心
は
、
審
美
の
基
準
が
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
も
っ
て
文

化
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
具
体
的
様
相
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
り
、そ
の
た
め
に
は
、

特
定
の
文
化
の
中
で
、
あ
る
表
現
の
形
式
と
そ
れ
が
表
す
内
容
が
、
ど
う
し
て
、
ど

の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
く
に
そ
の
よ
う

な
審
美
の
基
準
は
、
地
域
に
よ
っ
て
、
時
代
に
よ
っ
て
異
な
る
相
貌
を
も
っ
て
現
れ

る
と
い
う
こ
と
に
あ
ら
た
め
て
注
意
し
た
い
。
七
夕
踊
り
に
見
ら
れ
る
審
美
の
基
準

も
、
ど
の
よ
う
な
社
会
的
・
歴
史
的
文
脈
の
な
か
で
生
き
て
い
る
の
か
を
見
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
点
か
ら
こ
こ
で
は
、
太
鼓
踊
り
の
評
価
と
、
こ
の
踊

り
が
青
年
団
（
二
才
）
と
い
う
組
織
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
き
た
と
い
う
、
主
と
し
て

近
代
以
後
の
歴
史
的
経
緯
と
が
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
検
討
し
た
い
。

旧
薩
摩
国
の
若
者
組
織
は
、
鹿
児
島
城
下
の
士
族
青
年
の
組
織
で
あ
る
二
才
が
、

外
城
制
度
に
よ
っ
て
農
村
部
に
ま
で
広
め
ら
れ
、
各
郷
（
一
七
八
四
年
に
外
城
か
ら
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改
称
）
に
も
城
下
の
そ
れ
に
準
じ
た
二
才
の
組
織
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
で
特
徴
付
け

ら
れ
る
。
そ
の
二
才
に
お
い
て
郷
中
教
育
と
呼
ば
れ
る
独
特
の
修
養
教
育
が
行
わ
れ

て
き
た
。
そ
の
眼
目
は
、
青
年
の
自
治
的
・
自
律
的
活
動
と
、
何
事
も
徹
底
し
た
話

し
合
い
（
穿
儀
）
に
よ
っ
て
解
決
を
図
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
と
、
北
川
鐵
三
は
論

じ
て
い
る
〔
北
川　

一
九
八
一
〕。
穿
儀
の
精
神
は
、
他
者
の
思
想
や
言
論
の
自
由
を

認
め
た
上
で
議
論
を
尽
く
す
こ
と
で
あ
る
。
二
才
が
「
咄
は
な
し
あ
い
ぢ
ゅ
う

相
中
」
な
ど
と
呼
ば
れ

た
こ
と
か
ら
も
、
こ
れ
が
二
才
に
求
め
ら
れ
た
最
重
要
の
精
神
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
と
い
う
。

た
だ
し
近
世
の
二
才
は
、
士
道
鍛
錬
こ
そ
が
主
目
的
で
、
精
神
修
養
機
関
の
性
格

は
薄
い
と
い
っ
た
指
摘
も
あ
り
〔
安
藤　

一
九
九
〇
〕、
よ
り
実
践
的
な
性
格
が
強
い

も
の
だ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
む
し
ろ
、
明
治
末
か
ら
大
正
期
に
か
け

て
、
若
者
組
織
の
い
わ
ゆ
る
官
製
青
年
団
へ
の
全
国
的
な
再
編
の
中
で
、
薩
摩
の
二

才
も
徐
々
に
「
青
年
中
」「
青
年
会
」
な
ど
を
経
て
「
青
年
団
」
に
再
編
さ
れ
て
い

く
過
程
に
お
い
て
）
26
（

、
各
郷
の
青
年
団
が
、
一
般
的
な
意
味
で
の
精
神
鍛
錬
や
修
養
の

機
関
で
あ
る
と
い
う
性
格
が
強
化
さ
れ
て
き
た
と
い
う
経
緯
に
注
目
し
た
い
。
青
年

の
自
律
性
や
、
個
の
尊
重
の
上
で
の
共
同
と
い
っ
た
郷
中
教
育
の
精
神
が
理
想
化
さ

れ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
近
代
化
の
過
程
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
薩
摩
の

郷
中
教
育
は
、
昭
和
初
期
に
日
本
青
年
館
の
『
若
者
制
度
の
研
究
』
や
、
青
年
団
運

動
の
指
導
的
立
場
に
あ
っ
た
田
澤
義
鋪
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
、「
娯
楽
と
修
養
の
機

関
」
と
し
て
青
年
団
の
理
想
的
モ
デ
ル
と
目
さ
れ
た
〔
神
田　

二
〇
〇
九
〕。
田
澤
は
、

鹿
児
島
県
の
青
年
団
活
動
に
お
け
る
修
養
娯
楽
の
例
と
し
て
、武
士
階
級
の
義
士
祭
、

傘
焼
き
、
妙
円
寺
詣
り
な
ど
と
並
ん
で
、
村
落
の
民
俗
的
な
年
中
行
事
で
あ
る
十
五

夜
綱
引
き
の
例
に
も
言
及
し
、「
鹿
児
島
の
武
士
階
級
の
青
年
団
は
、
そ
の
充
分
に

考
え
ら
れ
た
、
し
か
も
自
然
に
行
わ
れ
て
少
し
も
無
理
の
な
い
年
中
行
事
を
中
心
と

し
て
、
修
養
娯
楽
に
そ
の
成
績
を
あ
げ
た
（
中
略
）
今
日
か
ら
考
え
て
も
、
羨
ま
し

い
ほ
ど
立
派
な
青
年
団
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
述
べ
て
い
る
〔
田
澤　

一
九
八
九
：

二
九
〇
〕。
七
夕
踊
り
も
ま
た
そ
れ
ら
と
同
様
の
修
養
娯
楽
の
典
型
的
な
実
践
例
と

み
る
こ
と
は
全
く
不
自
然
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
歴
史
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た

青
年
団
と
い
う
組
織
の
性
格
が
、
自
己
実
現
や
人
格
の
陶
冶
の
表
れ
と
い
う
面
を
重

視
す
る
踊
り
の
審
美
の
基
準
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
理
解
に
立
つ
と
、
七
夕
踊
り
の
意
義
を
御
霊
信
仰
や
精
霊
供
養
に

よ
っ
て
説
明
し
て
き
た
従
来
の
民
俗
学
的
研
究
が
、
重
要
な
も
の
を
掴
み
損
ね
て
い

た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
こ
の
踊
り
は
、
青
年
が
主
体
的
に
演
じ
な
け
れ
ば
意
味

の
な
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
昭
和
の
時
代
以
後
の
歴
史
に
お
い
て

は
、
青
年
の
修
養
こ
そ
が
第
一
義
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
理
解
が
現
在
に
も
生
き

て
い
る
こ
と
は
、
青
年
の
絶
対
数
が
著
し
く
減
少
し
て
い
る
近
年
、
青
年
か
ら
踊
り

手
が
出
せ
な
い
こ
と
を
理
由
に
踊
り
か
ら
離
脱
す
る
集
落
が
出
始
め
て
い
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
逆
説
的
に
証
明
さ
れ
て
い
る
）
27
（

。

以
上
の
よ
う
に
、踊
り
の
評
価
と
そ
こ
に
働
く
審
美
の
基
準
に
注
目
す
る
こ
と
で
、

七
夕
踊
り
の
実
践
に
関
わ
る
人
び
と
が
、
何
を
最
も
重
要
な
指
針
と
し
て
こ
れ
を
伝

え
て
き
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

お
わ
り
に
│「
審
美
の
基
準
」の
動
態
的
理
解
と
い
う
課
題

本
稿
は
、
筆
者
が
こ
の
数
年
継
続
的
に
調
査
を
し
て
き
た
一
つ
の
民
俗
芸
能
の
伝

承
例
を
も
と
に
、
美
の
問
題
を
論
じ
る
方
法
を
具
体
的
に
実
践
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
ま
だ
一
つ
の
試
論
で
あ
り
、
今
後
同
じ
よ
う
な
研
究
が
進
め
ら
れ
、
時

代
ご
と
、
事
例
ご
と
の
比
較
に
よ
っ
て
審
美
の
基
準
の
多
様
な
あ
り
方
と
、
そ
こ
に

働
く
何
か
し
ら
の
論
理
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

最
後
に
、
現
時
点
で
筆
者
が
考
え
て
い
る
今
後
の
展
望
と
課
題
を
示
し
て
お
き
た

い
。
筆
者
は
、
民
俗
学
で
審
美
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
は
、
歴
史
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

な
過
程
と
し
て
理
解
す
る
の
に
有
効
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
従
来
の
民

俗
学
は
、
人
び
と
の
生
活
の
な
か
に
結
果
と
し
て
残
さ
れ
た
過
去
の
痕
跡
か
ら
歴
史

を
再
構
成
し
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
審
美
の
基
準
（
あ
る
い
は
よ
り
広
く
、
柳
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田
の
い
う
「
趣
味
」）
や
そ
れ
に
基
づ
く
判
断
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る

生
活
の
ス
タ
イ
ル
を
好
ま
し
い
も
の
と
し
て
選
択
す
る
と
い
う
主
体
の
は
た
ら
き
に

よ
っ
て
、
歴
史
が
動
か
さ
れ
る
様
態
を
と
ら
え
る
と
い
う
可
能
性
が
開
け
る
の
で
は

な
い
か
。

日
本
語
で
「
好
む
」
と
い
う
意
味
を
表
す
英
語
のprefer

と
い
う
単
語
は
、
同

時
に「
選
択
す
る
」と
い
う
意
味
も
も
っ
て
い
る
。あ
る
も
の
を
良
い
も
の
と
判
断
し
、

選
び
取
っ
て
き
た
結
果
が
現
在
の
生
活
の
あ
り
方
で
あ
り
、
そ
の
過
程
が
歴
史
で
あ

る
。
さ
ら
に
現
在
に
見
ら
れ
る
人
び
と
の
審
美
的
な
判
断
は
、
次
に
来
る
べ
き
も
の

と
し
て
何
を
選
ぶ
か
と
い
う
、
歴
史
の
生
成
と
い
う
方
向
に
も
働
き
か
け
る
。
も
ち

ろ
ん
、
こ
う
し
た
過
程
を
考
え
る
た
め
に
は
、
か
な
り
の
タ
イ
ム
ス
パ
ン
を
と
っ
て

継
続
的
な
調
査
を
行
う
と
か
、
過
去
の
人
び
と
の
選
択
が
何
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
か

を
ど
の
よ
う
に
資
料
か
ら
読
み
解
く
か
な
ど
、
解
決
す
べ
き
難
題
を
多
く
抱
え
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ま
さ
に
い
ま
目
の
前
で
行
わ
れ
て
い
る
数
々
の
判
断
と
選
択

が
、そ
れ
ぞ
れ
何
か
し
ら
歴
史
を
作
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
ろ
う
。

実
は
筆
者
に
と
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
状
況
は
差
し
迫
っ
て
目
の
前
に
あ
る
。
今
回

論
じ
た
大
里
七
夕
踊
り
の
「
良
い
踊
り
」
を
巡
る
競
い
合
い
は
、
す
で
に
数
年
前
か

ら
大
き
な
曲
が
り
角
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
青
年
の
絶
対
数
が
減

少
し
、
解
散
す
る
青
年
団
や
、
踊
り
か
ら
撤
退
す
る
集
落
も
あ
ら
わ
れ
、
参
加
し
て

い
る
集
落
で
も
人
手
不
足
か
ら
何
度
も
踊
る
青
年
が
出
て
く
る
な
ど
、
か
つ
て
と
同

じ
よ
う
に
は
集
落
ご
と
の
踊
り
の
競
争
が
成
立
し
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い

ず
れ
青
年
に
よ
る
踊
り
が
形
骸
化
す
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
は
地
域
の
人
び
と
に
も

十
分
自
覚
さ
れ
て
お
り
、
女
性
の
踊
り
手
や
、
集
落
の
出
身
で
は
な
い
踊
り
手
を
認

め
る
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
ま
さ
に
今
、
少
し
ず
つ
規
範
を
緩
め
な

が
ら
、
何
が
「
あ
り
」
で
何
が
「
な
し
」
か
を
、
そ
の
都
度
判
断
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
、
こ
れ
ま
で
伝
え
て
き
た
踊
り
の
美
意
識
に
適
う
も
の
と
外
れ
る
も

の
を
選
別
す
る
と
い
う
側
面
も
あ
れ
ば
、
状
況
に
合
わ
せ
て
新
し
い
審
美
の
基
準
を

生
み
出
す
と
い
う
側
面
も
あ
る
。
そ
こ
で
彼
ら
は
、
何
を
選
び
、
何
を
捨
て
る
の
か
。

今
後
も
関
わ
り
を
続
け
な
が
ら
、
新
し
い
審
美
の
基
準
が
ど
の
よ
う
に
生
成
さ
れ
る

か
を
、
近
い
将
来
に
あ
ら
た
め
て
論
じ
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
1
）　

こ
の
①
章
の
内
容
の
骨
子
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
発
表
し
て
い
る
が
〔
俵
木　

二
〇
一
四
〕、

事
典
の
項
目
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
紙
数
が
限
ら
れ
、
論
拠
を
十
分
に
示
す
こ
と
な
ど
が
で
き

な
か
っ
た
。
も
と
も
と
本
稿
の
構
想
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
を
略
解
し
た
も
の
で
あ
り
、
筆
者
の
意

図
は
本
稿
に
お
い
て
全
面
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。こ
の
点
に
つ
い
て
ご
寛
容
い
た
だ
き
た
い
。

（
2
）　

小
寺
融
吉
の
三
歳
年
長
の
兄
は
、
山
村
調
査
に
も
参
加
し
、
北
陸
を
拠
点
に
、
ア
エ
ノ
コ
ト

の
発
見
や
間
引
き
慣
行
の
研
究
な
ど
の
成
果
を
残
し
た
地
理
学
者
・
民
俗
学
者
の
小
寺
廉
吉
で

あ
り
、
融
吉
自
身
の
柳
田
と
の
接
点
も
含
め
て
、
新
興
学
問
で
あ
る
民
俗
学
（
民
間
伝
承
の

学
）
に
相
当
な
造
詣
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。
民
俗
芸
能
研
究
史
に
お
い

て
、
小
寺
は
折
口
ら
民
俗
学
的
研
究
者
の
対
蹠
点
に
立
つ
か
の
よ
う
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
あ

る
が
、
再
考
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
3
）　

小
寺
の
友
人
で
あ
っ
た
永
田
衡
吉
は
、
演
劇
舞
踊
史
と
し
て
の
小
寺
の
研
究
を
高
く
評
価
す

る
立
場
で
あ
っ
た
〔
永
田　

一
九
八
二
〕。

（
4
）　

民
俗
芸
能
の
所
作
と
技
法
に
関
す
る
注
目
は
、
そ
の
後
も
板
谷
徹
や
吉
川
周
平
な
ど
に
引
き

継
が
れ
た
が
、
民
俗
学
と
の
接
点
は
き
わ
め
て
少
な
い
。

（
5
）　

こ
こ
で
の
「
美
の
標
準
」
と
い
う
言
葉
の
使
用
は
興
味
深
い
。
こ
の
三
年
前
の
一
九
三
一

年
、
柳
宗
悦
は
自
ら
創
刊
し
た
雑
誌
『
工
芸
』
に
お
い
て
、
具
体
的
な
作
品
を
挙
げ
な
が

ら
、
何
が
美
し
い
か
（
美
し
く
な
い
か
）
を
世
に
示
す
「
美
の
標
準
」
の
連
載
を
始
め
る
〔
柳　

一
九
八
〇
〕。
そ
の
後
も
柳
は
た
び
た
び
こ
の
言
葉
を
使
用
し
て
「
何
が
正
し
い
美
な
の
か
」

を
世
に
示
そ
う
と
試
み
て
い
る
〔
柳　

二
〇
〇
六
（
一
九
四
一
）：
八
六
〕。
こ
れ
は
明
ら
か
に

柳
田
の
美
へ
の
態
度
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
筆
者
と
し
て
は
、
柳
田
の
こ
の
言
葉
の
使
用
は
、

柳
の
そ
れ
を
意
識
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。　
　

（
6
）　

具
体
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、
千
葉
は
、
②
の
耳
の
採
集
が
よ
く
働
く
の
は
「
郷
土
と

し
て
意
識
さ
れ
る
地
域
社
会
の
中
」
で
あ
り
、
ま
た
③
の
心
の
採
集
が
よ
く
働
く
の
は
「
相
互

が
対
面
し
得
る
よ
う
な
、
名
を
口
に
す
れ
ば
そ
の
人
の
性
格
が
理
解
で
き
る
ほ
ど
の
小
集
団

（Com
m
unity

）、
つ
ま
り
柳
田
の
言
う
郷
党
社
会
」
で
あ
る
と
い
う
〔
千
葉　

一
九
八
八
：

一
七
八
〕。①
の
目
の
採
集
が
よ
く
働
く
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
は
明
示
し
て
い
な
い
が
、「
人

類
に
あ
っ
て
最
も
よ
く
発
達
し
た
視
覚
に
よ
っ
て
把
握
し
う
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
」
と
言
っ
て
い

る
の
で
、
人
類
な
ら
誰
で
も
、
と
い
う
ほ
ぼ
無
限
定
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の

か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
千
葉
が
参
照
し
て
い
る
ベ
ン
＝
ア
モ
ス
の
「
準
拠
集
団
（reference 

group
）」
は
、
必
ず
し
も
地
域
的
な
限
定
性
を
も
っ
た
集
団
を
指
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

〔Ben-A
m
os 1971

〕

註
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（
7
）　

千
葉
の
「
審
美
の
基
準
」
と
い
う
資
料
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
は
、
小
松
和
彦
の
論
考
に
教

え
ら
れ
た
〔
小
松　

一
九
九
九
〕。

（
8
）　
「
よ
い
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
他
に
も
「
善
い
」「
好
い
」「
佳
い
」
な
ど
の
表
記
が
あ
り
、

ま
た
部
分
的
に
は
「
快
い
」
な
ど
の
意
味
合
い
も
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
は
例
え
ば
、「
善
い
」

は
道
徳
的
な
含
意
を
も
ち
、「
好
い
」
は
感
覚
的
な
好
み
と
し
て
受
け
と
ら
れ
や
す
い
な
ど
、「
適

用
さ
れ
る
対
象
に
よ
り
、
ま
た
時
と
場
合
に
応
じ
て
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
が
相
対
的
に
強
ま
る

よ
う
な
性
質
を
も
つ
」〔
佐
々
木
重
洋　

二
〇
〇
八
：
二
一
六
〕
言
葉
で
あ
り
、
厳
密
に
使
い

分
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
た
だ
し
佐
々
木
に
な
ら
っ
て
こ
れ
を
全
て
「
よ
い
」
と
表
記
す

る
と
、
文
章
と
し
て
読
み
に
く
く
、
ま
た
「
よ
し
悪
し
」
な
ど
と
い
う
一
般
的
で
な
い
表
現
が

頻
出
し
て
し
ま
う
た
め
、
本
稿
で
は
最
も
一
般
的
で
意
味
の
偏
り
が
少
な
い
と
筆
者
が
判
断
し

た
「
良
い
」
と
い
う
表
記
を
便
宜
的
に
採
用
し
た
。

（
9
）　

厳
密
に
は
、
八
月
五
日
〜
一
一
日
の
間
の
日
曜
日
と
な
っ
て
い
る
。
か
つ
て
は
旧
暦
七
月
七

日
に
行
わ
れ
、
昭
和
四
二
年
か
ら
一
時
的
に
新
暦
八
月
七
日
に
変
更
に
な
り
、
昭
和
四
七
年
か

ら
現
在
の
日
程
に
な
っ
た
。

（
10
）　

こ
の
踊
り
の
概
略
を
知
る
の
に
最
適
な
の
は
、
地
元
在
住
で
踊
り
の
経
験
者
で
も
あ
る
木
崎

三
平
氏
と
そ
の
弟
の
木
崎
正
森
氏
の
著
作
〔
木
崎
三
平
・
木
崎
正
森　

二
〇
〇
五
〕
で
あ
る

が
、
私
家
版
で
入
手
が
困
難
で
あ
る
。
小
野
重
朗
の
著
作
集
に
は
、
こ
の
踊
り
が
昭
和
三
六

年
に
鹿
児
島
県
の
文
化
財
指
定
を
受
け
る
た
め
の
調
査
報
告
が
再
録
さ
れ
て
い
る
〔
小
野　

一
九
九
三
〕。
他
に
下
野
〔
一
九
八
〇
〕、
市
来
町
郷
土
誌
編
集
委
員
会
〔
一
九
八
二
〕
な
ど
。

（
11
）　

踊
り
の
再
興
に
関
わ
っ
た
伝
説
的
人
物
と
し
て
、
後
述
す
る
床
次
到
住
と
並
ん
で
語
ら
れ
る

の
が
、
当
地
の
金
鐘
寺
（
現
在
は
廃
寺
）
住
職
と
さ
れ
る
捨
範
叟
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
物
の

関
わ
り
を
、
そ
の
実
在
の
可
能
性
ま
で
含
め
て
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
新
町
正
の
論
考
が
あ

る
〔
新
町　

二
〇
〇
四
〕。 

　

ま
た
近
年
、
松
原
武
実
が
七
夕
踊
の
起
源
を
大
胆
に
考
察
し
て
、
一
四
世
紀
の
再
興
当
時
、

大
刹
で
あ
っ
た
金
鐘
寺
に
は
延
年
風
流
が
行
わ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
一
七
世
紀
の
大
里
田

圃
開
田
に
あ
た
っ
て
御
霊
を
供
養
す
る
た
め
に
、
金
鐘
寺
僧
が
延
年
風
流
の
伝
統
の
上
に
、
シ

カ
・
ト
ラ
・
ウ
シ
・
ツ
ル
の
造
り
物
に
五
行
相
生
の
意
味
を
込
め
て
祭
礼
を
作
り
上
げ
た
と
論

じ
て
い
る
〔
松
原　

二
〇
一
二
〕。
魅
力
的
な
説
で
は
あ
る
が
、
金
鐘
寺
に
延
年
風
流
が
行
わ

れ
て
い
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
延
年
風
流
の
実
態
も
芸
能
史
的
に
不
明
な

部
分
が
多
い
。
ま
た
こ
の
踊
り
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
四
種
の
動
物
の
造
り
物
に
よ
っ
て
説
く

の
は
、
従
来
の
先
行
研
究
と
同
じ
く
目
に
つ
く
特
徴
に
つ
ら
れ
た
解
釈
と
い
う
印
象
を
拭
え
な

い
。
例
え
ば
現
在
ツ
ル
を
出
す
唯
一
の
集
落
で
あ
る
門
前
は
、
大
正
時
代
に
は
ウ
シ
を
出
す
こ

と
も
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
こ
と
が
青
年
団
所
有
の
文
書
か
ら
確
認
で
き
る
。こ
の
こ
と
か
ら
も
、

四
種
の
動
物
の
造
り
物
が
揃
っ
た
の
は
そ
う
古
い
こ
と
と
は
考
え
に
く
く
、
こ
れ
を
本
質
的
要

素
と
す
る
の
は
誤
り
と
言
え
よ
う
。こ
う
し
た
こ
と
か
ら
筆
者
は
こ
の
起
源
説
を
支
持
し
な
い
。

（
12
）　

た
だ
し
太
鼓
踊
り
の
最
重
要
の
役
で
あ
る
一
番
ド
ン
は
、
踊
り
当
日
の
夜
明
け
時
と
全
て
の

踊
り
が
終
わ
っ
た
後
に
、
近
く
の
小
高
い
開
け
た
場
所
（
決
ま
っ
た
場
所
で
は
な
く
、
そ
の
時

ご
と
に
決
め
る
）
で
、
降
神
の
儀
、
昇
神
の
儀
と
呼
ば
れ
る
太
鼓
を
打
つ
。

（
13
）　

か
つ
て
は
複
数
の
踊
り
手
を
出
す
集
落
も
珍
し
く
な
く
、
ま
た
必
ず
一
名
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
規
則
も
な
い
が
、
青
年
の
数
が
限
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
昭
和
四
〇
年
代
の
半
ば

か
ら
は
、
一
名
ず
つ
出
す
と
い
う
の
が
当
た
り
前
と
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
14
）　

拙
稿
の
他
に
、
昭
和
四
〇
年
代
に
大
き
く
再
編
さ
れ
た
地
域
社
会
と
、
そ
の
な
か
で
の
青
年

団
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
真
鍋
隆
彦
の
論
考
が
参
考
に
な
る
〔
真
鍋
隆
彦　

一
九
七
二
〕。

（
15
）　

文
化
財
指
定
に
と
も
な
う
伝
承
組
織
と
し
て
の
保
存
団
体
（
保
存
会
）
と
、
庭
割
の
役
割
と

の
関
係
に
つ
い
て
は
、
俵
木
〔
二
〇
一
一
〕
を
参
照
。

（
16
）　

和
田
家
は
こ
の
庭
を
管
理
す
る
と
同
時
に
、
大
里
田
圃
に
「
到
住
免
」
と
呼
ば
れ
る
田
を
与

え
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
て
は
こ
の
田
で
取
れ
た
イ
ネ
で
白
酒
を
造
り
、
こ
れ
を
御
神
酒
と
し
て

踊
り
当
日
の
朝
の
堀
ノ
内
庭
で
の
踊
り
の
際
に
踊
り
手
、
庭
割
ら
に
ふ
る
ま
っ
て
い
た
。
昭
和

一
五
年
に
酒
税
法
に
触
れ
る
と
し
て
白
酒
造
り
は
禁
止
さ
れ
た
と
い
う
。
ま
た
庭
に
立
て
る
幟

や
、「
開
け
て
は
な
ら
な
い
」
と
言
わ
れ
る
書
類
箱
を
代
々
受
け
継
い
で
い
る
と
い
う
。

（
17
）　

青
年
を
二
才
と
呼
ぶ
の
に
対
し
て
、
壮
年
男
性
一
般
を
「
大オ
セ才

」
と
呼
ぶ
。
ま
た
、
と
く
に

二
才
を
上
が
っ
た
三
〇
代
く
ら
い
ま
で
の
年
代
を
「
三サン
ゼ才

」
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
。
青
年
た
ち

は
ナ
ラ
シ
の
始
ま
る
前
日
に
、
翌
日
か
ら
の
ウ
チ
ナ
ラ
シ
に
加カ
セ勢

に
来
て
く
れ
る
よ
う
、
集
落

中
を
頼
ん
で
回
っ
て
い
た
。
こ
れ
を
フ
レ
マ
ワ
リ
と
い
う
が
、
現
在
は
実
施
し
て
い
る
集
落
は

少
な
い
。

（
18
）　

か
つ
て
は
「
ヒ
ル
ナ
ラ
シ
」
と
言
っ
て
、
ナ
ラ
シ
期
間
中
の
昼
間
に
も
、
集
落
ご
と
の
ナ
ラ

シ
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
が
、
青
年
の
大
半
が
進
学
も
し
く
は
就
職
す
る
よ
う
に
な
っ
て
行

わ
れ
な
く
な
っ
た
。

（
19
）　

地
元
の
男
性
が
集
ま
る
宴
会
の
際
に
、
突
発
的
に
こ
の
「
順
の
歌
」
が
始
め
ら
れ
る
こ
と
も

あ
る
。

（
20
）　

か
つ
て
は
鉦
と
並
ん
で
子
ど
も
が
演
じ
る
「
入イ
デ
コ

太
鼓
」
の
役
が
あ
り
、そ
の
前
に
立
っ
て
引
っ

張
る
役
と
い
う
意
味
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
近
年
、
子
ど
も
の
入
太
鼓
役
が
め
っ
た
に
出
な
く
な

り
、
青
年
の
中
に
は
イ
デ
コ
引
き
そ
の
も
の
を
「
イ
デ
コ
」
と
略
す
言
い
方
が
一
般
的
に
な
っ

て
い
る
。

（
21
）　

ツ
ノ
モ
ド
シ
は
、
か
つ
て
は
「
ツ
ル
の
舞
戻
し
」
と
言
わ
れ
て
い
た
と
い
う
話
し
を
、
昭
和

四
〇
年
代
に
庭
割
を
務
め
て
い
た
男
性
か
ら
聞
い
た
。
そ
の
踊
る
姿
は
親
子
の
ツ
ル
を
表
し
、

と
く
に
イ
デ
コ
引
き
が
ツ
ル
の
子
と
し
て
、
親
で
あ
る
一
番
ド
ン
の
舞
姿
を
真
似
て
い
る
の
だ

と
い
う
。

（
22
）　

か
つ
て
は
最
下
位
の
踊
り
手
も
選
ん
で
い
た
と
い
う
話
も
聞
い
た
。
そ
の
役
は
ト
ウ
ジ
ュ
ウ

ド
ン
の
ク
ッ
（
口
）
と
呼
ば
れ
、
現
在
の
踊
り
の
隊
形
で
は
座
引
の
右
隣
あ
た
り
に
な
る
。
堀

ノ
内
の
庭
で
踊
る
際
に
、
床
次
到
住
の
碑
の
前
あ
た
り
の
位
置
に
な
る
こ
と
か
ら
そ
の
よ
う
に

呼
ば
れ
た
と
い
う
。
い
つ
か
ら
か
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
評
価
は
憚
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
役
は
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な
く
な
っ
た
。

（
23
）　

筆
者
の
哲
学
的
美
学
の
理
解
は
、
佐
々
木
健
一
の
『
美
学
辞
典
』
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。

同
書
か
ら
は
、
カ
ン
ト
の
同
時
代
お
よ
び
後
の
時
代
に
お
い
て
、
美
学
に
も
様
々
な
展
開
が

あ
り
、
必
ず
し
も
カ
ン
ト
的
形
式
主
義
の
特
徴
と
さ
れ
る
「
一
切
の
関
心
抜
き
の
満
足
の
対

象
」
と
い
う
美
の
理
解
が
絶
対
的
な
も
の
で
な
い
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
〔
佐
々
木
健
一　

一
九
九
五
〕。

（
24
）　

カ
ン
ト
は
「
あ
る
も
の
を
善
い
と
認
め
る
た
め
に
は
、
私
は
つ
ね
に
そ
の
対
象
が
ど
の
よ
う

な
物
で
あ
る
べ
き
か
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
対
象
に
つ
い
て
の
概
念
を
も
た
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
対
象
に
つ
い
て
美
を
見
出
す
た
め
に
は
、
私
は
こ
う
し
た
こ
と
を
必
要
と
は

し
な
い
」〔
カ
ン
ト　

一
九
九
九
：
六
一
〕
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
本
稿
の
踊
り

の
評
価
は
、
人
の
成
長
が
価
値
あ
る
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
各
々
の
踊
り
を
そ

の
表
れ
と
し
て
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
カ
ン
ト
の
言
う
（
純
粋
な
）
美
と
し

て
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
25
）　

文
化
人
類
学
者
の
佐
々
木
重
洋
は
、
ア
フ
リ
カ
の
エ
ジ
ャ
ガ
ム
社
会
に
お
け
る
仮
面
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
美
醜
の
分
析
か
ら
、「
人
び
と
は
何
か
審
美
的
な
要
素
の
み
を
独
立
さ
せ
た

か
た
ち
で
注
目
す
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
語
る
こ
と
は
な
い
」
と
述
べ
る
〔
佐
々

木
重
洋　

二
〇
〇
八
：
二
一
二
〕。
本
稿
の
事
例
の
考
察
か
ら
も
、
そ
の
結
論
に
は
お
お
む
ね

賛
同
で
き
る
。

（
26
）　

大
里
の
各
青
年
団
が
現
在
保
管
す
る
記
録
、
資
料
類
の
大
半
が
こ
の
時
代
以
後
の
も
の
で

あ
り
、
当
地
の
青
年
団
に
お
い
て
も
大
き
な
性
格
の
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

ち
な
み
に
門
前
青
年
団
の
明
治
三
七
年
の
記
録
で
は
「
門
前
二
才
中
」、
中
原
青
年
団
の
明
治

四
〇
年
の
記
録
で
は
「
中
原
二
才
・
三
才
中
」
と
あ
り
、
明
治
時
代
に
は
ま
だ
「
二
才
」
の
呼

称
が
通
っ
て
い
る
。
大
正
時
代
に
な
っ
て
、
中
原
青
年
団
の
大
正
四
年
の
記
録
で
は
「
中
原
青

年
中
」、
門
前
青
年
団
の
大
正
五
年
の
記
録
で
は
「
門
前
青
年
会
」、
木
場
迫
青
年
団
で
は
大
正

一
五
年
で
も
「
三
郷
青
年
」
と
、「
青
年
」
の
呼
称
が
一
般
的
に
な
っ
て
い
る
。

（
27
）　

こ
れ
が
あ
く
ま
で
近
代
以
後
の
歴
史
的
過
程
に
お
い
て
形
成
さ
れ
て
き
た
性
格
で
あ
る
こ
と

は
承
知
し
て
お
り
、
言
わ
ば
「
そ
れ
以
前
」
に
御
霊
信
仰
や
精
霊
供
養
の
意
味
合
い
が
あ
っ
た

可
能
性
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
そ
の
よ
う
な
説
明
に
行
き
着
い
た
と
こ
ろ
で
、

そ
れ
を
本
質
と
し
て
無
歴
史
化
す
る
こ
と
は
批
判
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。

有
賀
喜
左
衛
門
・
戴
国
煇
・
宮
本
馨
太
郎
・
谷
川
健
一　

一
九
七
三　
「
座
談
会
・
柳
田
国
男
と
柳
宗
悦
」　

『
季
刊
柳
田
國
男
研
究
』
三　

白
鯨
社

安
藤　
　

保　

一
九
九
〇　
「
郷
中
教
育
の
再
検
討
試
論
」　

九
州
大
学
国
史
学
研
究
室
編
『
近
世
近

代
史
論
集
』　

吉
川
弘
文
館

参
考
文
献

池
田
弥
三
郎　

一
九
五
五　
『
芸
能
』　

岩
崎
美
術
社

市
来
町
教
育
会
編　

一
九
四
一　
『
市
来
町
郷
土
史
』　

市
来
町
教
育
会

市
来
町
郷
土
誌
編
集
委
員
会
編　

一
九
八
二　
『
市
来
町
郷
土
誌
』
市
来
町
役
場

小
野　

重
朗　

一
九
九
三　
「
七
夕
踊
り
」　
『
小
野
重
朗
著
作
集　

南
日
本
の
民
俗
文
化
Ⅳ　

祭
り

と
芸
能
』　

第
一
書
房

折
口　

信
夫　

一
九
七
二　
「
芸
能
伝
承
の
話
」　
『
折
口
信
夫
全
集 

ノ
ー
ト
編　

第
6
巻
』　

中
央

公
論
社

神
田　

嘉
延　

二
〇
〇
九　
「
薩
摩
の
郷
中
教
育
研
究
の
基
本
視
点
」　
『
鹿
児
島
大
学
稲
盛
ア
カ
デ

ミ
ー
研
究
紀
要
』
1

カ
ン
ト
、
イ
マ
ヌ
エ
ル　

一
九
九
九　
『
カ
ン
ト
全
集
8
（
判
断
力
批
判
・
上
）』　

牧
野
英
二
訳　

岩
波
書
店

木
崎　

三
平
・
木
崎　

正
森　

二
〇
〇
五　
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An Approach to Aesthetic Criteria as Material for Folklore Studies : 
A Case Study of the Ōsato Tanabata-Odori in Ichikikushikino City, 
Kagoshima Prefecture

HYOKI  Satoru

During the 1930s, Kunio Yanagita started to use the word “tastes” to mean the sensitivity possessed 

by people in specific regions and times to judge good and bad or likes and dislikes, and proposed treating 

them as subject of study in regard to mental phenomena. Following this idea, Tokuji Chiba treated 

aesthetic criteria as material for folklore studies related to art and entertainment. Since then, however, 

other folklorists have not paid adequate attention to tastes or aesthetic criteria. This paper examines 

such tastes and aesthetic criteria through a study of an example of folk performing art.

This paper deals with the Tanabata-odori performed in the Ōsato district of Ichikikushikino City in 

Kagoshima Prefecture. The Tanabata-odori includes a competition for young male taiko (drum) dancers, 

who have been selected as representatives from each community involved, in the week-long practice 

called narashi. The results of competition are the focus of great interest among the local population, 

which has resulted in the creation of various expressions to describe a “good performance,” the 

accumulation of knowledge about various styles, the paying of close attention to technical details, and 

a consciousness of a dance legacy by which the features of their dance are passed down. By examining 

these factors, this paper considers how the people involved evaluate what a “good performance” is.

In the case of the Ōsato Tanabata-odori, the evaluation is characterized by its focus on how dancers 

have grown. People value not only the perceptual (visual or auditory) characteristics of dancing but also 

dancers’ ability to express their own personality through their performance. This may be substantially 

different from the common view of modern aesthetics, but in evaluating a dance performance that, as a 

folk art, takes place in an environment that conforms to people's lifestyles, it is quite natural to include 

in their entirety the various values that are inherent in the culture. In the case of the Ōsato Tanabata-

odori, a strong historical influence can be seen to have shaped this set of values via the role of the local 

youth groups (nise/seinendan). These groups, with their roots in the life of the locality, have been the 

educators and cultivators of local young men in modern times, and have become the custodians of the 

dance performance.

Key words: tastes, aesthetic criteria, folklore studies and aesthetics, folk performing arts, Ōsato 

Tanabata-odori


