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一
　
「
由
来
を
語
る
／
尋
ね
る
」
と
い
う
問
題
系

民
俗
芸
能
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
お
い
て
、
個
々
の
芸
能
の
由
来
を
尋
ね
る
の
は
、
最
も
基
本
的
か
つ
常
套
的
な
問
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
場
合
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
が
由
来
と
し
て
尋
ね
る
内
容
に
は
、
大
き
く
二
つ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
つ
は
、「
い
つ
・

ど
の
よ
う
に
こ
の
芸
能
は
始
め
ら
れ
た
の
か
」
と
い
う
問
い
に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ
る
も
の
で
、
す
な
わ
ち
そ
の
芸
能
の
始
原
を
尋
ね
る

も
の
で
あ
る
。
ま
た
一
つ
は
、「
何
の
た
め
に
こ
の
芸
能
は
演
じ
ら
れ
る
の
か
」
と
い
う
問
い
に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ
る
も
の
で
、
目
的

や
機
能
と
い
っ
た
、
大
仰
に
言
え
ば
そ
の
芸
能
が
存
在
す
る
根
拠
を
尋
ね
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
二
つ
は
往
々
に
し
て
混
ざ
り
合

う
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
よ
う
な
語
り
は
「
こ
の
踊
り
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
好
奇
心
に
か
ら
れ
た
者
が
最
初
に
発
す
る

質
問
に
対
す
る
基
本
的
な
説
明
と
い
う
点
で
共
通
す
る
。「
い
つ
」
は
じ
ま
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
「
な
ぜ
」
は
じ
ま
っ
た
の
か
と
い
う
、

双
方
と
も
い
わ
ば
そ
の
「
は
じ
ま
り
」
に
つ
い
て
の
語
り
で
あ
る

（（
１１
））

。

こ
の
よ
う
に
、
本
稿
で
い
う
由
来
と
は
「
〜
に
つ
い
て
」
語
る
と
い
う
基
本
的
な
説
明
の
様
式
の
ひ
と
つ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
と

こ
ろ
で
民
俗
芸
能
に
ま
つ
わ
る
言
説
の
複
数
性
に
つ
い
て
簡
潔
に
整
理
し
た
橋
本
裕
之
は
、
レ
イ
ヴ
と
ウ
ェ
ン
ガ
ー
の
正
統
的
周
辺
参
加

論
に
お
け
る
語
り
の
分
析
を
援
用
し
な
が
ら
、
民
俗
芸
能
の
「
実
践
に
つ
い
て
語
る
」
こ
と
を
二
つ
の
レ
ベ
ル
に
区
別
し
て
い
る
（
図
１
）。

一
つ
は
実
践
の
外
で
（
実
践
に
参
加
し
な
い
で
）
実
践
に
つ
い
て
語
る
こ
と
で
あ
る
が
、
も
う
一
つ
は
、
実
践
の
中
で
（
実
践
に
参
加
し

な
が
ら
）
実
践
に
つ
い
て
語
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
共
同
体
内
で
の
伝
承
や
物
語
は
こ
の
「
実
践
の
中
で
、
実
践
に
つ
い
て
語
る
」

こ
と
に
あ
た
る
。
と
い
う
の
も
、
伝
承
を
語
る
と
い
う
行
為
は
、
実
践
共
同
体
の
メ
ン
バ
ー
に
と
っ
て
記
憶
の
共
有
や
成
員
性
の
確
認
と

い
っ
た
機
能
を
も
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
実
践
者
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
す
る
た
め
の
資
源
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し

そ
の
言
説
の
内
容
は
、
前
述
の
通
り
「
こ
の
踊
り
に
つ
い
て
」
の
外
部
か
ら
の
好
奇
心
に
対
す
る
説
明
と
し
て
も
有
効
に
機
能
す
る
。
し

145 民俗芸能の由来語りの近代性



た
が
っ
て
橋
本
の
先
程
の
図
式
を
、
彼
が
も
う
ひ
と
つ
用
い
て
い
る
図
式
に
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
て

考
え
れ
ば
、「
実
践
の
中
で
、
実
践
に
つ
い
て
語
る
」
こ
と
は
、「
当
事
者
に
よ
る
、
第
三
者
用

の
言
説
」
に
近
い
位
置
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
図
２
）。
そ
し
て
そ
の
図
が
示
す
よ
う
に
、

こ
の
「
当
事
者
に
よ
る
、
第
三
者
用
の
言
説
」
は
、
研
究
者
や
書
物
な
ど
を
媒
介
と
し
て
「
第

三
者
の
言
説
」
に
取
り
込
ま
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
「
当
事
者
の
言
説
」
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

さ
れ
て
、
彼
ら
の
言
説
や
実
践
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
す
ら
あ
る
。
小
林
康
正
が
「
記
述
の

無
限
階
梯
」
と
呼
ん
だ
よ
う
な
こ
の
連
関
〔
小
林
　
一
九
九
一
〕
に
よ
っ
て
、
由
来
語
り
は
形

成
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
橋
本
の
分
析
は
そ
の
後
、
彼
が
注
目
す
る
「
当
事
者

の
、
当
事
者
に
よ
る
、
当
事
者
の
た
め
の
語
り
」
へ
向
か
っ
て
い
く
が
、
彼
が
そ
の
前
提
と
し

て
い
る
、
民
俗
芸
能
に
ま
つ
わ
る
言
説
を
所
与
の
も
の
と
し
て
扱
う
の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た

言
説
が
語
ら
れ
、
そ
れ
に
調
査
者
が
出
会
う
ま
で
に
存
在
す
る
諸
条
件
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
関
心
を
本
稿
も
共
有
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
由
来
が
成
立
し
、
定
型
化
し
、

語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に
、
ど
の
よ
う
な
社
会
状
況
と
、
ど
の
よ
う
な
人
々
の
関
わ
り
が

あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
化
す
る
視
点
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
視
点
に
よ
る
近
年
の
興
味
深
い
成
果
と
し
て
、
足
立
重
和
に
よ
る
郡
上
お
ど
り

の
由
来
語
り
に
つ
い
て
の
エ
ス
ノ
メ
ソ
ド
ロ
ジ
ー
的
な
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
〔
足
立
　
二
〇
〇

五
〕。
足
立
は
、
一
九
九
一
年
に
行
わ
れ
た
「
郡
上
お
ど
り
四
〇
〇
年
祭
」
を
き
っ
か
け
と
し

て
成
立
し
て
き
た
、
郡
上
お
ど
り
の
四
〇
〇
年
と
い
う
歴
史
を
証
明
す
る
た
め
の
郷
土
史
家
た

ち
の
言
語
的
実
践
を
問
題
と
す
る
。
足
立
に
よ
れ
ば
郷
土
史
家
た
ち
は
、
四
〇
〇
年
と
い
う
数
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字
、
そ
し
て
そ
の
長
い
歴
史
を
貫
く
郡
上
お
ど
り
の
特
質
（
足
立
の
言
葉
で
は
「
独
自
性
」）

に
つ
い
て
、「
何
が
独
自
性
な
の
か
」
と
い
う
研
究
者
の
問
い
に
対
す
る
説
明
を
横
す
べ
り
さ

せ
な
が
ら
「
あ
い
ま
い
な
ま
ま
」
管
理
す
る
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
足
立
の
態
度
は
、
そ
の
よ
う

な
郷
土
史
家
の
実
践
を
揶
揄
す
る
も
の
で
は
な
い
。
逆
に
、
文
化
構
成
主
義
者
た
ち
が
安
易
に

地
元
の
人
々
の
実
践
に
主
体
性
を
見
い
だ
し
て
称
賛
す
る
態
度
に
対
し
、
外
部
に
対
し
て
ひ
た

す
ら
説
明
を
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
地
元
の
人
々
の
不
安
定
さ
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
批
判
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る

（（
２２
））

。

筆
者
が
こ
こ
で
注
目
す
る
の
は
、
様
々
な
ト
ピ
ッ
ク
が
ア
ド
ホ
ッ
ク
に
設
定
さ
れ
、
あ
る
も

の
は
有
効
で
な
い
と
し
て
捨
象
さ
れ
、
あ
る
も
の
は
有
効
な
も
の
と
し
て
繰
り
返
し
利
用
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
郡
上
お
ど
り
の
由
来
が
い
つ
ま
で
も
完
成
し
な
い
ま
ま
ゆ
る
や
か
に
構
成

さ
れ
て
い
く
過
程
で
あ
り
、
何
よ
り
も
そ
れ
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
対
す
る
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
と
し

て
成
立
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
問
い
に
対
す
る
説
明
と
し
て
形
作
ら
れ
る
由
来
の
あ

り
方
を
足
立
は
描
き
出
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
あ
る
民
俗
芸
能
に
対
し
て
「
こ
れ
は
い
か
な
る

も
の
か
」
と
問
う
者
は
決
し
て
研
究
者
だ
け
で
は
な
い
。
観
光
客
や
好
事
家
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、

場
合
に
よ
っ
て
は
伝
承
者
自
身
が
そ
の
よ
う
な
反
省
的
な
問
い
を
持
つ
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う

し
、
特
定
の
制
度
や
社
会
の
状
況
が
彼
ら
に
説
明
す
る
こ
と
を
課
す
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ

の
よ
う
な
状
況
の
い
く
ら
か
を
、
本
稿
で
は
一
連
の
事
例
群
に
よ
っ
て
示
し
て
み
た
い
。
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二
　
揖
斐
郡
の
太
鼓
踊
に
つ
い
て

岐
阜
県
西
部
、
揖
斐
川
流
域
の
揖
斐
郡
に
は
、
風
流
踊
の
一
種
で
あ
る
太
鼓
踊
が
多
数
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
調
査
は
揖
斐
川

町
・
谷
汲
村
・
久
瀬
村
・
春
日
村
・
坂
内
村
に
お
い
て
行
っ
た
が

（（
３３
））

、
こ
の
範
囲
に
現
在
も
伝
わ
っ
て
い
る
太
鼓
踊
を
挙
げ
る
と
、
以
下
の

通
り
と
な
る
。

・
白
樫
踊
（
揖
斐
川
町
白
樫
）

・
桂
古
代
踊
（
揖
斐
川
町
桂
）

・
北
方
踊
（
揖
斐
川
町
北
方
）

・
谷
汲
踊
（
谷
汲
村
）

・
東
津
汲

ひひ
がが
しし
つつ
くく
みみ

鎌
倉
踊
（
久
瀬
村
東
津
汲
）

・
三
倉
太
鼓
踊
（
久
瀬
村
三
倉
）

・
川
合
太
鼓
踊
（
春
日
村
川
合
）

・
上
ヶ
流

かか
みみ
がが
れれ

太
鼓
踊
（
春
日
村
六
合
上
ヶ
流
）

・
下
ヶ
流

しし
もも
がが
れれ

太
鼓
踊
（
春
日
村
六
合
下
ヶ
流
）

・
寺
本
太
鼓
踊
（
春
日
村
美
束
寺
本
）

・
種
本
中
瀬
太
鼓
踊
（
春
日
村
美
束
種
本
・
中
瀬
）

・
諸
家

もも
ろろ
かか

神
の
踊
り
（
坂
内
村
諸
家
）
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・
川
上
の
ほ
う
ろ
踊
（
坂
内
村
川
上
）

・
坂
本
神
の
踊
り
（
坂
内
村
坂
本
）

・
広
瀬
太
鼓
踊
（
坂
内
村
広
瀬
）

す
べ
て
の
事
例
に
共
通
す
る
の
は
、
腹
に
大
き
な
太
鼓
を
つ
け
、
背
中
に
飾
り
物
を
負
っ
て
、
行
列
を
組
ん
で
道
行
し
て
回
り
、
特
定

の
場
所
で
歌
に
合
わ
せ
て
踊
り
を
奉
納
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
風
流
の
太
鼓
踊
り
は
民
俗
芸
能
と
し
て
は
ご
く
一
般
的
で
、
地

域
に
よ
っ
て
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
も
ち
、
名
称
も
羯
鼓
踊
・
臼
太
鼓
・
ザ
ン
ザ
カ
踊
な
ど
と
異
な
り
な
が
ら
も
、
西
日
本
を
中
心

と
し
た
広
い
範
囲
に
数
多
く
存
在
し
て
い
る
。
ま
た
、
東
日
本
の
一
人
立
の
獅
子
舞
や
羯
鼓
舞
、
鹿
踊
な
ど
も
芸
態
か
ら
見
て
同
系
統
と

考
え
う
る
と
い
う
よ
う
に
、
あ
る
意
味
で
は
日
本
に
お
け
る
も
っ
と
も
普
遍
的
な
民
俗
芸
能
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
と
り
わ
け
近
畿
地

方
に
は
こ
の
種
の
風
流
踊
が
多
く
、
滋
賀
県
・
京
都
府
・
兵
庫
県
の
近
畿
北
部
に
は
相
当
な
数
の
風
流
の
太
鼓
踊
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

風
流
踊
の
歌
謡
に
つ
い
て
の
広
範
な
事
例
を
比
較
整
理
し
た
山
路
興
造
に
よ
れ
ば
、
京
都
市
左
京
区
か
ら
八
瀬
・
久
多
を
経
て
滋
賀
県
の

湖
北
を
ま
わ
り
坂
田
郡
・
伊
香
郡
・
東
浅
井
郡
を
経
て
、
岐
阜
県
の
揖
斐
郡
・
福
井
県
敦
賀
市
の
一
帯
を
ひ
と
つ
の
特
徴
を
有
す
る
圏
域

と
設
定
し
、
さ
ら
に
広
く
は
因
幡
・
若
狭
の
一
部
・
美
濃
の
一
部
・
阿
波
と
そ
の
近
辺
ま
で
も
含
め
た
近
畿
風
流
踊
歌
謡
圏
が
考
え
ら
れ

る
と
し
て
い
る
〔
山
路
　
一
九
七
一
〕。

岐
阜
県
内
に
つ
い
て
や
や
詳
し
く
見
れ
ば
、
や
は
り
近
畿
滋
賀
県
と
の
県
境
に
あ
た
る
西
濃
地
方
の
揖
斐
川
流
域
に
多
く
の
太
鼓
踊
が

残
さ
れ
て
お
り
、
揖
斐
川
の
中
・
上
流
に
あ
た
る
揖
斐
郡
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
同
じ
揖
斐
川
の
下
流
に
あ
た
る
不
破
郡
・
大
垣
市

周
辺
に
は
若
干
系
統
の
異
な
る
、
飾
り
物
が
あ
ま
り
目
立
た
な
い
太
鼓
踊
の
一
群
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
垂
井
町
表
佐

おお

ささ

・
宮
代
や

大
垣
市
青
墓
の
太
鼓
踊
の
よ
う
に
、
腰
に
つ
け
る
太
鼓
が
極
端
に
巨
大
に
な
っ
た
も
の
が
有
名
で
あ
る
。
ま
た
揖
斐
郡
の
太
鼓
踊
は
隣
の

本
巣
郡
か
ら
、
よ
り
北
東
に
あ
た
る
長
良
川
上
流
域
の
郡
上
郡
方
面
に
向
か
っ
て
伝
承
地
が
広
が
っ
て
い
る
が
、
こ
の
方
面
の
も
の
は
と
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く
に
掛
踊
・
嘉
喜

かか

きき

踊
な
ど
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
多
い
。
岐
阜
県
内
で
は
こ
の
よ
う
に
、
西
か
ら
北
東
方
面
に
太
鼓
踊
の
伝
承
が
面
的
に
広

が
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
範
囲
は
ほ
ぼ
中
濃
ま
で
で
、
東
濃
・
飛
騨
地
方
に
入
る
と
太
鼓
踊
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
る
。

こ
れ
よ
り
東
に
は
、
静
岡
県
の
ほ
う
か
の
踊
り
と
風
流
踊
歌
を
持
つ
い
く
つ
か
の
盆
踊
り
が
あ
り
、
さ
ら
に
東
に
は
こ
の
種
の
歌
謡
を
と

も
な
う
踊
り
は
ご
く
限
ら
れ
た
例
し
か
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
揖
斐
郡
か
ら
郡
上
郡
に
か
け
て
の
太
鼓
踊
は
、
近
畿
を
中
心

と
し
た
歌
謡
を
と
も
な
う
風
流
の
太
鼓
踊
の
ほ
ぼ
東
限
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
揖
斐
郡
の
太
鼓
踊
は
、
県
境
を
隔
て
た
滋
賀
県
の
湖
北

地
域
の
太
鼓
踊
と
同
系
の
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
が
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た

（（
４４
））

。

さ
て
、
こ
の
近
畿
地
方
に
は
あ
ま
ね
く
分
布
し
て
い
る
太
鼓
踊
に
つ
い
て
、
と
く
に
揖
斐
郡
の
事
例
を
も
と
に
「
由
来
語
り
」
の
分
析

の
対
象
と
す
る
の
は
次
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
比
較
的
狭
い
地
域
に
多
く
の
事
例
が
伝
承
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
事
例
ご
と
の
芸
態

の
偏
差
が
大
き
く
伝
播
の
様
相
が
複
雑
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
由
来
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
も
の
の
中
に
、
全
国
的
に
見

て
も
定
型
的
と
思
わ
れ
る
も
の
と
、
地
域
的
特
色
を
持
つ
も
の
が
混
在
し
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
詳
細
に
は
個
々
の
事
例
ご
と
の
特
色
も

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
由
来
語
り
の
内
容
自
体
が
重
層
的
で
あ
る
こ
と
が
推
測
で
き
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
由
来
と
し
て
語
ら
れ
る
内

容
の
形
成
過
程
も
ま
た
重
層
的
で
あ
る
と
い
う
見
通
し
を
あ
る
程
度
も
っ
た
上
で
現
地
調
査
を
行
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
り
が
形
成
さ
れ
て

き
た
社
会
的
・
文
化
的
条
件
を
探
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
ま
ず
、
多
く
の
事
例
で
共
通
し
て
語
ら
れ
る
よ
う
な
由
来
語
り
の

定
型
か
ら
見
て
い
き
た
い
。

三
　
由
来
語
り
の
定
型

揖
斐
郡
に
お
け
る
風
流
の
太
鼓
踊
に
は
い
く
つ
か
の
由
来
語
り
の
定
型
が
あ
る
。
そ
の
第
一
は
、
揖
斐
郡
に
関
わ
ら
ず
太
鼓
踊
の
系
統

に
は
一
般
的
な
「
雨
乞
い
」
と
い
う
目
的
か
ら
発
す
る
も
の
で
あ
る
。
試
み
に
『
民
俗
芸
能
辞
典
』
を
ひ
も
解
く
と
、「
太
鼓
踊
」
の
項
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に
は
「
太
鼓
の
音
が
雷
鳴
を
連
想
さ
せ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
雨
を
降
ら
せ
る
た
め
の
雨
乞
踊
と
し
て
機
能
さ
せ
る
と
こ
ろ
も
あ
り
」
と
記
さ

れ
て
い
る
〔
仲
井
・
西
角
井
・
三
隅
　
一
九
八
一
　
二
五
六
頁
〕。
こ
れ
は
「
太
鼓
の
音
＝
雷
鳴
＝
降
雨
」
を
同
一
視
す
る
と
い
う
典
型

的
な
類
感
呪
術
と
し
て
の
解
釈
で
あ
る
が
、
よ
り
民
俗
学
的
に
洗
練
さ
れ
た
解
釈
も
あ
る
。
例
え
ば
大
森
惠
子
は
、
雨
乞
い
と
い
う
行
為

を
支
え
る
宗
教
的
観
念
を
丹
念
に
検
証
し
、
水
神
と
祖
先
神
と
の
結
び
つ
き
や
、
そ
の
形
象
が
蛇
や
龍
の
姿
と
し
て
表
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

祟
り
を
な
す
荒
ぶ
る
神
、
す
な
わ
ち
御
霊
を
鎮
め
る
こ
と
に
太
鼓
踊
の
本
来
の
目
的
が
あ
る
と
し
、
太
鼓
踊
が
雨
乞
い
だ
け
で
な
く
様
々

な
悪
疫
・
災
難
を
除
け
る
こ
と
を
祈
っ
て
踊
ら
れ
る
例
を
挙
げ
て
こ
れ
を
傍
証
す
る
。
そ
し
て
御
霊
を
鎮
魂
す
る
と
い
う
目
的
か
ら
、
こ

の
踊
り
は
踊
り
念
仏
を
原
形
と
す
る
風
流
大
念
仏
で
あ
る
と
結
論
し
て
い
る
〔
大
森
、
一
九
九
二
〕。
た
だ
し
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
問
題

と
し
よ
う
と
す
る
伝
承
者
に
と
っ
て
の
由
来
語
り
と
は
、
上
記
の
よ
う
な
解
釈
を
経
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
こ
の
踊
り
は
雨
乞

い
の
踊
り
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
的
な
も
の
で
あ
る
。

ま
た
別
の
定
型
と
し
て
は
、
多
少
こ
の
地
域
の
独
自
性
が
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
、
太
鼓
踊
は
鎌
倉
時
代
に
武
士
が
戦
勝
を
祈
願
し
て
、

あ
る
い
は
そ
れ
を
祝
っ
て
踊
ら
れ
た
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
語
り
を
持
つ
事
例
に
は
「
鎌
倉
踊
」
と
称
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
山
路

興
造
が
作
成
し
た
「
全
国
風
流
踊
り
歌
一
覧
」
を
参
照
す
る
と
、
西
日
本
を
中
心
に
四
〇
〇
弱
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
風
流
踊
の
中
で
、
揖

斐
郡
の
坂
内
村
の
も
の
を
除
く
九
件
す
べ
て
の
事
例
（
東
津
汲
・
寺
本
・
川
合
・
下
ヶ
流
・
上
ヶ
流
・
種
本
・
尾
西
・
三
倉
・
白
樫
）
が

「
鎌
倉
踊
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
九
件
の
他
に
「
鎌
倉
踊
」
と
い
う
名
称
の
も
の
は
存
在
し
な
い
〔
山
路
　
一
九
七
一
〕。
現
在
で
は
、

こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
た
九
件
を
含
め
揖
斐
郡
に
残
る
太
鼓
踊
の
多
く
が
必
ず
し
も
「
鎌
倉
踊
」
と
名
乗
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
た
し

か
に
こ
の
一
帯
に
太
鼓
踊
を
武
者
の
踊
り
と
す
る
解
釈
が
ほ
ぼ
満
遍
な
く
広
ま
っ
て
い
る
。
い
く
つ
か
の
事
例
で
は
、
源
平
の
合
戦
や
平

家
の
落
人
伝
説
と
こ
の
踊
り
を
結
び
つ
け
、
七
〇
〇
年
、
八
〇
〇
年
と
い
っ
た
歴
史
を
誇
る
場
合
も
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
「
鎌
倉
」
を
由

来
の
根
拠
と
す
る
こ
と
に
は
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
、
そ
れ
よ
り
も
っ
と
後
の
時
代
に
鎌
倉
へ
行
っ
て
習
っ
て
き
た
踊
り
で
あ

る
と
い
う
語
り
も
聞
か
れ
る
し
、
ま
た
武
者
の
踊
り
で
あ
る
と
い
う
点
を
残
し
な
が
ら
「
鎌
倉
」
に
は
こ
だ
わ
ら
ず
、
関
ヶ
原
の
合
戦
の
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落
武
者
が
伝
え
た
も
の
で
あ
る
と
か
、
戦
国
の
頃
に
京
都
か
ら
伝
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
っ
た
語
り
も
あ
る
。
必
ず
し
も
一
つ
の
伝
承

地
に
一
つ
の
由
来
語
り
が
対
応
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
複
数
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
に
存
在
し
て
い
る
。
伝
承
者
に
と

っ
て
は
鎌
倉
で
あ
ろ
う
と
戦
国
で
あ
ろ
う
と
江
戸
で
あ
ろ
う
と
変
わ
ら
な
い
「
昔
の
こ
と
」
で
あ
り
、
武
者
の
踊
り
で
あ
る
と
い
う
の
が

彼
ら
の
誇
る
と
こ
ろ
な
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
派
生
し
て
、
背
中
に
負
う
飾
り
物
の
シ
ナ
イ
は
敵
を
驚
か
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
か
、

ホ
ロ
は
武
士
が
出
陣
の
際
に
背
負
っ
た
「
母
衣

ほほ

ろろ

」
で
あ
り
、
矢
除
け
の
意
味
が
あ
る
と
い
っ
た
解
釈
も
生
ま
れ
て
く
る
。
近
年
は
公
的
な

名
称
と
し
て
「
鎌
倉
踊
」
を
採
用
す
る
例
は
少
な
く
な
っ
て
お
り
、
例
え
ば
市
町
村
や
県
レ
ベ
ル
で
指
定
さ
れ
た
文
化
財
名
称
と
し
て

「
鎌
倉
踊
」
を
採
用
し
て
い
る
の
は
久
瀬
村
東
津
組
の
鎌
倉
踊
だ
け
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
比
較
的
早
い
時
期
に
郷
土
の
民
俗
学
者
ら
に
よ

っ
て
学
術
的
に
鎌
倉
起
源
譚
が
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る

（（
５５
））

。
し
か
し
今
で
も
、
現
地
に
お
い
て
伝
承
者
に

話
を
聞
け
ば
鎌
倉
踊
や
武
者
踊
と
し
て
の
起
源
譚
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
一
方
で
、
こ
こ
で
指
摘
し
た
よ
う
な
定
型
化
さ
れ
た
由
来
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
承
地
で
そ
の
ま
ま
語
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

実
際
に
は
、
そ
の
土
地
の
歴
史
や
場
所
や
出
来
事
、
伝
承
者
た
ち
の
体
験
な
ど
と
す
り
合
わ
せ
ら
れ
て
語
り
が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
過
程
を
こ
こ
で
は
、
適
用
と
翻
案
と
い
う
意
味
を
双
方
込
め
て
「
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
」
と
呼
ん
で
み
た
い
。

四
　
由
来
語
り
の
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン

由
来
語
り
の
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
典
型
的
な
例
と
し
て
取
り
上
げ
て
み
た
い
の
は
、
久
瀬
村
三
倉
の
太
鼓
踊
に
お
け
る
雨
乞
い
由
来

譚
で
あ
る
。
三
倉
の
太
鼓
踊
は
、
か
つ
て
は
鎌
倉
踊
と
呼
ば
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
現
在
で
も
鎌
倉
起
源
譚
を
も
っ
て
紹
介
さ
れ
る
こ
と
も

あ
る
が
、
同
じ
久
瀬
村
の
東
津
汲
が
今
で
も
鎌
倉
踊
の
名
称
を
残
し
て
い
る
の
と
対
照
的
に
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
雨
乞
踊
と
し
て
の
性

格
が
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
公
的
に
も
、
岐
阜
県
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
の
指
定
を
受
け
た
際
の
告
示
に
「
雨
乞
祈
願
の
奉
納
踊
り
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と
し
て
伝
承
さ
れ
た
」
と
記
載
さ
れ
た
り
〔
岐
阜
県
公
報
五
七
五
六
号
　
一
九
八
二
〕、
村
の
文
化
財
を
紹
介
す
る
書
籍
に
「
三
倉
の
太

鼓
踊
は
、
雨
乞
い
の
儀
式
に
特
徴
を
持
っ
て
い
る
」
と
書
か
れ
た
り
し
て
い
る
〔
久
瀬
村
文
化
財
保
護
審
議
委
員
会
　
一
九
八
九
〕。
こ

の
よ
う
に
、
三
倉
の
太
鼓
踊
が
雨
乞
い
を
由
来
と
し
て
強
調
す
る
の
に
は
相
応
の
根
拠
が
あ
る
。
踊
り
の
歌
と
し
て
「
氏
神
様
雨
乞
踊
」

「
古
賀
ヶ
池

ふふ
るる
かか
がが
いい
けけ

雨
乞
踊
」
等
の
曲
を
伝
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
そ
の
一
つ
で
あ
ろ
う
が
、
曲
名
に
も
あ
る
通
り
雨
乞
い
が
地
元
の
古
賀
ヶ

池
と
い
う
具
体
的
な
場
所
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
に
と
っ
て
特
別
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

古
賀
ヶ
池
は
三
倉
の
集
落
か
ら
猿
谷
川
を
し
ば
ら
く
登
っ
た
、
小
島

おお
じじ
まま

山
頂
付
近
に
あ
る
池
で
あ
る
。
こ
の
池
に
は
以
前
か
ら
大
蛇
が
棲

む
と
い
う
伝
説
が
あ
り
、
三
倉
に
限
ら
ず
周
辺
集
落
に
も
知
ら
れ
て
い
る
。
大
正
一
三
年
刊
の
『
揖
斐
郡
志
』
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ

て
い
る
。

古
川
ヶ
池：

久
瀬
村
三
倉
と
外
津
組
と
の
境
の
山
上
に
、
古
川
ヶ
池
あ
り
。
雌
雄
の
大
蛇
住
む
。
天
正
の
頃
岩
本
兵
衞
と
云
ふ
炮
術
手

練
の
者
　
雌
蛇
を
打
取
り
ぬ
。
其
時
雄
蛇
出
で
、
兵
衞
を
追
懸
け
た
れ
ば
漸
く
に
し
て
遁
れ
し
と
い
ふ
。
瑞
岩
寺
の
谷
迄
追
ひ
来
り
悲

み
嘆
き
け
る
と
ぞ
、
是
に
依
つ
て
此
谷
を
面
目
谷
と
號
す
。〔
岐
阜
縣
揖
斐
郡
教
育
會
　
一
九
二
四
　
七
九
八
頁
〕

こ
の
記
述
は
、
寛
永
末
年
か
ら
正
保
年
間
（
一
六
四
三
〜
一
六
四
七
）
に
か
け
て
の
成
立
と
い
わ
れ
る
『
美
濃
国
諸
旧
記
』
に
記
載
さ

れ
た
内
容
を
も
と
に
し
て
お
り
、
近
世
前
期
か
ら
こ
う
し
た
伝
説
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

（（
６６
））

。
こ
の
話
は
現
在
で
も
地
域
の
人
々

に
良
く
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
例
え
ば
周
辺
市
町
村
が
子
ど
も
向
け
に
作
成
し
て
い
る
む
か
し
話
の
本
な
ど
に
も
た
い
て
い
収
録
さ
れ

て
い
る
。
三
倉
の
太
鼓
踊
は
、
池
か
ら
や
や
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
「
踊
り
松
」
と
呼
ば
れ
る
一
本
の
松
の
木
の
周
囲
で
古
賀
ヶ
池
に
対

し
て
雨
乞
い
祈
願
の
踊
り
を
行
い
、
雨
が
降
れ
ば
お
礼
と
し
て
山
の
中
に
あ
る
「
踊
り
小
場
」
と
い
う
場
所
で
お
礼
の
た
め
の
踊
り
「
古

賀
ヶ
池
池
賞
踊
」
が
行
わ
れ
る
と
説
明
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
三
倉
の
人
々
は
太
鼓
踊
の
由
来
と
し
て
は
遍
在
し
て
い
る
「
雨
乞
い
」
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を
、
自
分
た
ち
の
身
近
に
あ
る
具
体
的
な
場
所
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
に
と
っ
て
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
共
有
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
雨
乞
踊
が
踊
ら
れ
る
機
会
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
現
在
の
伝
承
者
で
も
最
長
老
の
者
た
ち
が
か
す
か
に
そ
ん
な
こ

と
を
や
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
程
度
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
や
は
り
三
倉
の
太
鼓
踊
は
「
雨
乞
い
の
た
め
」
の
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
近
年

ま
す
ま
す
そ
の
意
識
は
強
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
昭
和
六
〇
年
に
は
三
倉
の
人
々
が
池
の
ほ
と
り
に
竜
神
を
祀
る
祠
を
作
っ
た
と

い
う
。
平
成
元
年
に
は
、
五
〇
年
ぶ
り
と
称
し
て
雨
乞
踊
が
行
わ
れ
た
。
す
る
と
そ
の
年
の
秋
に
集
中
豪
雨
で
古
賀
ヶ
池
に
登
る
山
道
が

崩
れ
て
し
ま
っ
た
。
翌
年
、
三
倉
の
人
々
は
ふ
も
と
で
お
礼
踊
を
盛
大
に
行
っ
て
池
に
感
謝
を
表
し
た
。
今
で
は
こ
の
出
来
事
自
体
が
池

の
力
を
説
明
す
る
新
た
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
。

五
　
由
来
の
発
見
と
定
着

と
こ
ろ
で
こ
の
三
倉
に
は
、
明
治
三
二
年
に
書
か
れ
た
と
い
う
『
三
倉
古
代
踊
大
本
』（
以
下
『
大
本
』）
と
い
う
文
書
が
残
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
文
書
に
は
三
倉
に
伝
わ
る
踊
歌
の
詞
章
と
合
わ
せ
て
、「
三
倉
太
鼓
踊
由
来
」「
氏
神
之
雨
乞
の
儀
禮
」「
古
賀
ヶ
池
雨
乞
之
儀

禮
」「
雨
乞
禮
踊
り
」
の
解
説
が
書
か
れ
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
古
賀
ヶ
池
と
雨
乞
い
の
「
由
来
」
は
、
い
わ
ば
こ
の
記
録
の
存
在
に
よ

っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
由
来
」
に
は
や
は
り
定
型
的
な
鎌
倉
起
源
譚
が
最
初
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
記
述
は
簡

潔
な
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
の
後
の
経
緯
と
雨
乞
い
に
つ
い
て
の
記
述
が
大
半
を
占
め
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
明
治
の
初
年
ご
ろ
三
倉
の

里
に
大
火
が
あ
り
、
踊
り
の
大
本
（
台
本
）
が
消
失
し
た
と
あ
る
。
そ
の
後
、
村
の
若
者
が
集
ま
り
、
歌
・
笛
・
太
鼓
・
鉦
す
り
を
古
老

か
ら
習
い
伝
え
た
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
文
書
は
明
治
期
に
一
度
中
断
し
た
太
鼓
踊
を
村
の
若
者
た
ち
が
復
興
す
る
に
あ
た
っ
て

伝
習
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
が
わ
か
る
。
残
念
な
が
ら
今
回
の
調
査
で
伝
承
者
よ
り
提
供
を
受
け
拝
見
し
た
こ
の

『
大
本
』
は
、
筆
者
に
は
実
際
に
明
治
三
二
年
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
否
か
判
断
し
に
く
い
も
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
後
年
に
書
写
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さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
し
た
が
っ
て
そ
の
内
容
が
本
当
に
明
治
期
に
現
地
で
伝
承
さ
れ
て
い
た
ま
ま
で
あ
る
か
ど
う
か
も
容
易
に

は
判
断
し
が
た
い
。
む
し
ろ
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
文
字
化
さ
れ
た
由
来
伝
承
、
す
な
わ
ち
由
来
の
テ
キ
ス
ト
が
大
火
に
よ
る
中

断
か
ら
の
復
興
を
契
機
と
し
て
作
成
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
が
成
立
し
た
の
は
「
伝
承
の
危
機
」

が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
で
あ
り
、
そ
れ
が
そ
の
後
の
伝
承
者
の
実
践
を
意
味
づ
け
る
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
演
じ
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
た
、
す
な
わ
ち
演
じ
る
の
が
当
た
り
前
で
な
く
な
っ
た
状
況
に
お
い
て
、
彼
ら
は
「
な
ぜ
、
そ
れ
を
演
じ
る
の
か
」
と
い
う
根

拠
を
あ
ら
た
め
て
必
要
と
し
た
の
だ
ろ
う

（（
７７
））

。

そ
し
て
こ
の
『
大
本
』
は
後
年
あ
ら
た
め
て
発
見
さ
れ
る
。
そ
の
き
っ
か
け
は
今
度
は
文
化
財
の
指
定
で
あ
る
。
こ
の
『
大
本
』
に
は

複
製
本
が
あ
り
、
そ
の
註
に
は
、
一
人
の
郷
土
史
家
に
よ
っ
て
原
本
よ
り
写
さ
れ
た
も
の
で
、「
由
来
書
」「
踊
大
本
」
と
も
に
紛
失
し
た

の
で
複
製
本
を
作
成
し
た
と
い
う
経
緯
と
と
も
に
、
昭
和
五
七
年
一
二
月
の
派
遣
社
会
教
育
主
事
の
署
名
が
あ
る
。
こ
の
複
製
本
が
で
き

た
昭
和
五
七
年
と
は
、
三
倉
の
太
鼓
踊
が
岐
阜
県
の
無
形
民
俗
文
化
財
の
指
定
を
受
け
た
年
で
あ
り
、
複
製
本
の
も
と
に
な
っ
た
写
し
を

提
供
し
た
郷
土
史
家
は
、
久
瀬
村
の
教
育
長
を
も
務
め
た
、
地
元
の
文
化
財
の
保
護
に
大
き
な
功
績
の
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
こ
の
と
き

の
指
定
申
請
書
に
は
、「
太
鼓
踊
り
の
由
来
」
の
な
か
で
、
衰
微
の
運
命
を
た
ど
っ
て
い
た
こ
の
芸
能
が
明
治
三
二
年
頃
、
有
志
青
年
た

ち
に
よ
っ
て
再
興
さ
れ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
以
後
は
文
化
財
を
紹
介
す
る
書
物
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
類
な
ど
に
も
、
雨
乞
い
の

く
だ
り
と
合
わ
せ
て
こ
の
復
興
の
経
緯
が
常
に
書
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
明
治
三
二
年
頃
に
復
興
に
あ
た
っ
て
由
来
伝
承
が
テ

キ
ス
ト
化
さ
れ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
昭
和
五
七
年
の
文
化
財
指
定
に
際
し
て
、
こ
の
由
来
の
テ
キ
ス
ト
が
再
発
見
さ
れ
、
復
興
の
経
緯
も

含
め
て
再
度
テ
キ
ス
ト
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
郷
土
史
家
は
お
そ
ら
く
こ
の
と
き
複
製
し
た
『
大
本
』
を
も
と
に
、
自
分
の
調
査
の
成
果
も
反
映
さ
せ
て
あ
ら
た
め
て
『
三
倉
太

鼓
踊
り
の
由
来
』（
以
下
『
由
来
』）
と
い
う
文
章
を
書
き
上
げ
た
。
現
在
の
伝
承
者
た
ち
も
、
踊
り
に
つ
い
て
あ
ま
り
良
く
知
ら
な
か
っ

た
自
分
た
ち
に
、
こ
の
先
生
が
色
々
と
教
え
て
く
れ
た
の
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
以
後
、
様
々
な
形
で
紹
介
さ
れ
る
太
鼓
踊
の
由
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来
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
文
章
が
基
に
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
こ
の
『
由
来
』
に
使
わ
れ
た
「（
こ
の
踊
り
は
）
祇
園
踊
り
系
太

鼓
踊
の
一
つ
」
で
あ
る
と
い
う
言
い
方
は
、
現
在
の
伝
承
者
が
踊
り
の
ル
ー
ツ
を
説
明
す
る
の
に
頻
繁
に
利
用
し
て
お
り
、
鎌
倉
起
源
譚

も
こ
こ
で
は
、「
祇
園
踊
り
系
太
鼓
踊
」
の
ル
ー
ツ
は
鎌
倉
時
代
で
あ
る
が
、
自
分
た
ち
の
も
の
は
後
に
「
京
都
の
方
」
か
ら
習
っ
た
も

の
で
あ
る
、
と
翻
案
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
文
化
財
の
指
定
が
由
来
の
定
型
化
の
大
き
な
要
因
と
な
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
指
定
申
請
に
際
し
て
は
由
来
伝
承
が

求
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
実
際
に
指
定
さ
れ
れ
ば
そ
れ
が
資
料
と
し
て
流
通
す
る
。
伝
承
者
の
な
か
で
も
、
指
定
申
請
に
際
し
て
提
出

し
た
と
な
れ
ば
、
そ
れ
を
公
的
な
説
明
と
し
て
意
識
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
文
化
財
の
指
定
は
否
応
な
く
そ
の
語
り
を
オ
ー
ソ
ラ
イ

ズ
す
る
よ
う
に
働
く
も
の
で
あ
る
。

六
　
復
活
、
あ
る
い
は
新
た
な
は
じ
ま
り

三
倉
と
同
様
に
、
復
活
と
文
化
財
指
定
が
伝
承
過
程
に
お
い
て
画
期
を
な
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
由
来
語
り
に
与
え
た
影
響
に
関
し
て

は
異
な
る
様
相
を
呈
し
て
い
る
の
が
、
谷
汲
踊
の
例
で
あ
る
。
谷
汲
踊
は
お
そ
ら
く
こ
の
地
域
の
太
鼓
踊
の
な
か
で
も
っ
と
も
対
外
的
な

知
名
度
の
高
い
も
の
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
谷
汲
は
、
西
国
三
十
三
ヶ
所
巡
礼
の
終
着
地
で
あ
る
谷
汲
山
華
厳
寺
の
門
前
と
し
て
知
ら
れ
て

い
る
が
、
こ
の
踊
り
の
ひ
と
つ
の
誇
り
は
、
岐
阜
県
の
重
要
無
形
文
化
財
指
定
第
一
号
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

谷
汲
踊
の
由
来
を
伝
承
者
に
尋
ね
る
と
、
実
に
様
々
な
語
り
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。
筆
者
の
ノ
ー
ト
の
中
に
も
、
鎌
倉
起
源
譚
や
関

ヶ
原
の
落
武
者
に
よ
る
伝
承
、
雨
乞
い
と
い
っ
た
定
型
的
な
語
り
か
ら
、
ご
く
素
朴
な
豊
年
祈
願
、
さ
ら
に
は
踊
り
を
奉
納
し
な
い
と
火

難
が
あ
る
と
い
っ
た
も
の
ま
で
あ
る
。
保
存
会
が
作
成
し
て
い
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
も
、
時
代
の
移
り
変
わ
り
と
と
も
に
鎌
倉
踊
・
雨
乞

踊
・
豊
年
踊
な
ど
多
様
な
性
格
を
示
し
て
き
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
あ
え
て
強
調
さ
れ
る
の
は
、
武
者
の
踊
り
と
し
て
の
側
面
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で
あ
る
。
も
と
も
と
こ
の
地
に
は
、
西
濃
五
人
衆
の
一
人
で
あ
る
兵
法
家
、
竹
中
半
兵
衛
の
子
孫
が
集
住
し
て
い
た
と
い
う
伝
説
も
あ
り
、

大
洞
天
神
神
社
内
に
あ
る
谷
汲
踊
碑
の
碑
文
に
は
、
江
戸
期
に
こ
の
踊
り
に
貢
献
の
あ
っ
た
者
と
し
て
、
遠
藤
帯
刀
左
衛
門
尉
善
長
、
代

官
戸
田
伊
豆
守
、
大
垣
藩
士
竹
中
弥
兵
衛
忠
繁
と
い
っ
た
具
体
的
な
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
芸
態
的
に
も
他
所
で
は
あ
ま
り
見
ら
れ

な
い
法
螺
貝
が
加
え
ら
れ
て
い
る
な
ど
、
武
者
踊
と
し
て
の
風
情
を
出
し
て
い
る

（（
８８
））

。
こ
う
し
た
様
相
は
、
現
在
の
谷
汲
踊
の
形
成
過
程
そ

の
も
の
と
パ
ラ
レ
ル
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
も
そ
も
、
谷
汲
踊
と
い
う
名
称
自
体
は
新
し
い
も
の
で
あ
り
、『
民
俗
芸
能
辞
典
』
に
は
こ
の
踊
り
は
「
大
洞
踊

おお
おお
ぼぼ
らら

」
と
し
て
紹
介
さ

れ
て
い
る
〔
仲
井
・
西
角
井
・
三
隅
　
一
九
八
一
〕。
と
い
う
の
も
、
谷
汲
踊
は
谷
汲
村
大
洞
の
集
落
の
氏
神
で
あ
る
天
神
神
社
の
祭
礼

に
、
大
洞
の
人
々
が
奉
納
し
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
同
様
の
踊
り
は
近
隣
の
名
礼

なな

れれ

、
深
坂
な
ど
に
も
か
つ
て
は
伝
承
さ
れ
て
お
り
、
近

年
で
も
古
い
シ
ナ
イ
な
ど
が
発
見
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
し
か
し
そ
れ
が
現
在
の
よ
う
に
「
谷
汲
踊
」
と
し
て
の
姿
を
整
え
て
き
た
の
は

比
較
的
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。

谷
汲
村
大
洞
に
あ
っ
た
踊
り
は
、
明
治
四
二
年
頃
に
一
度
途
絶
し
て
し
ま
っ
た
〔
谷
汲
村
　
一
九
七
七
〕。
そ
れ
が
昭
和
二
七
年
に
谷

汲
民
謡
保
存
会
（
現
在
は
谷
汲
踊
保
存
会
）
が
結
成
さ
れ
、
翌
昭
和
二
八
年
一
月
に
復
活
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
復
活
に
は
一
人
の
人

物
の
た
い
へ
ん
な
献
身
が
あ
っ
た
。
壮
年
時
代
は
岐
阜
で
商
売
を
営
ん
で
い
た
こ
の
人
物
は
、
故
郷
の
大
洞
に
戻
っ
て
強
烈
な
郷
土
愛
を

抱
き
、
か
つ
て
こ
の
地
に
あ
っ
た
と
い
う
踊
り
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
思
い
つ
く
。
そ
の
年
齢
と
、
中
断
し
て
い
た
期
間
を
考
え
れ
ば
、
彼

は
決
し
て
若
年
時
代
に
こ
の
芸
能
に
親
し
ん
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
彼
は
こ
の
踊
り
を
「
発
見
」
し

「
再
創
造
」
し
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
彼
は
こ
の
事
業
を
や
り
遂
げ
る
だ
け
の
経
済
的
な
力
を
持
っ
て
い
た
。
今
で
も
伝
承
者
た
ち

は
、
彼
が
私
財
を
な
げ
う
っ
て
道
具
や
衣
装
を
揃
え
、
軌
道
に
乗
っ
て
か
ら
は
県
外
は
も
と
よ
り
海
外
に
ま
で
も
踊
り
を
連
れ
出
し
て
紹

介
し
た
こ
と
を
尊
敬
を
込
め
て
語
る
。
ま
た
同
じ
く
相
応
の
政
治
的
な
力
も
も
っ
て
お
り
、
こ
の
踊
り
を
大
洞
一
地
区
の
も
の
に
と
ど
め

て
お
く
だ
け
で
な
く
、
役
場
な
ど
と
協
力
し
て
町
を
代
表
す
る
踊
り
と
し
て
作
り
上
げ
て
い
っ
た
。
名
称
を
「
谷
汲
踊
」
と
し
た
こ
と
は
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も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
大
洞
の
外
か
ら
も
踊
り
手
を
迎
え
、
地
元
の
天
神
神
社
の
祭
礼
以
外
に
町
の
イ
ベ
ン
ト
や
観
光
客
の
集
ま
る
華
厳

寺
の
二
月
豊
年
祈
願
祭
や
四
月
桜
祭
り
に
も
奉
納
す
る
よ
う
に
な
っ
た

（（
９９
））

。
後
に
彼
は
短
期
間
で
は
あ
る
が
谷
汲
村
長
も
務
め
て
い
る
。
お

そ
ら
く
彼
の
こ
う
し
た
積
極
的
な
活
動
は
文
化
財
の
指
定
獲
得
に
も
一
定
の
影
響
を
も
た
ら
し
た
だ
ろ
う
。
文
化
財
の
指
定
を
受
け
た
の

は
復
活
か
ら
わ
ず
か
五
年
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
京
都
大
学
の
先
生
が
来
て
、
踊
り
の
美
し
さ
を
称
賛
さ
れ
た
と
い
う
話
し
は
、
今
で

も
伝
承
者
の
語
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る

（（
1100
））

。
周
辺
地
域
で
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
て
か
、
谷
汲
の
踊
り
は
自
分
た
ち
か
ら
伝
え
た

も
の
だ
と
い
う
話
し
が
多
く
聞
か
れ
る
。
し
か
し
谷
汲
の
現
在
の
伝
承
者
は
、
ど
こ
か
に
教
え
て
も
ら
っ
た
こ
と
は
な
い
と
言
う
。
お
そ

ら
く
先
の
人
物
が
個
人
的
に
、
周
辺
の
町
村
に
当
時
あ
っ
た
太
鼓
踊
の
多
く
を
訪
ね
、
踊
り
に
つ
い
て
の
知
識
や
ア
ド
バ
イ
ス
を
授
か
り
、

そ
れ
を
大
洞
の
古
老
の
記
憶
と
合
わ
せ
て
作
り
上
げ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
い
わ
ば
谷
汲
踊
は
周
辺
地
域
の
様
々
な
太
鼓
踊
の
ハ
イ
ブ
リ

ッ
ド
と
い
う
性
格
を
備
え
て
お
り
、
そ
れ
が
由
来
に
つ
い
て
も
複
数
の
語
り
を
併
存
さ
せ
る
と
い
う
か
た
ち
で
表
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
一
方
で
、
こ
う
し
た
性
格
は
谷
汲
踊
と
し
て
の
固
有
の
特
徴
を
表
現
し
に
く
い
と
い
う
面
を
持
つ
。
先
の
人
物
も
、
由
来
語

り
を
精
緻
化
さ
せ
よ
う
と
い
う
意
図
を
あ
ま
り
持
た
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
む
し
ろ
谷
汲
踊
が
誇
る
の
は
、
そ
の
固
有
の
歴
史
性
や
民

俗
的
な
性
格
で
は
な
く
、
シ
ナ
イ
の
大
き
さ
・
美
し
さ
や
、
そ
れ
を
激
し
く
振
り
踊
る
と
い
っ
た
審
美
的
側
面
で
あ
る
。
武
者
の
踊
り
と

い
う
性
格
が
強
調
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
勇
壮
さ
を
印
象
づ
け
る
効
果
を
持
つ
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
わ
ば
谷
汲
踊
は
、
外
部
に
対

し
て
「
説
明
す
る
こ
と
」
で
は
な
く
「
見
せ
る
こ
と
」
に
重
き
を
置
い
て
そ
の
存
在
を
ア
ピ
ー
ル
し
続
け
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
あ
る
意
味
で
、「
谷
汲
踊
」
と
い
う
新
た
な
民
俗
芸
能
の
は
じ
ま
り
だ
っ
た
と
言
う
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
彼
は
そ
の
功
績
を

認
め
ら
れ
、
平
成
九
年
の
地
域
伝
統
芸
能
全
国
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
で
は
第
五
回
地
域
伝
統
芸
能
大
賞
を
個
人
と
し
て
受
賞
し
た
。
晩
年
は

や
は
り
私
財
を
投
じ
て
山
林
を
切
り
開
き
、
桜
・
桃
・
モ
ミ
ジ
な
ど
数
千
本
を
自
ら
の
手
で
植
え
た
公
園
を
造
り
、
平
成
一
五
年
に
一
〇

一
歳
で
亡
く
な
っ
た
と
い
う
。
三
倉
で
は
復
興
の
経
緯
が
今
や
太
鼓
踊
の
来
歴
の
一
部
と
し
て
常
に
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
い
つ
か
彼
の
活

動
が
「
谷
汲
踊
」
の
由
来
と
し
て
語
ら
れ
る
日
が
来
る
か
も
し
れ
な
い
。
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七
　
歴
史
へ
の
憧
憬

谷
汲
踊
が
復
活
か
ら
新
た
な
歴
史
を
歩
み
始
め
た
の
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
歴
史
を
振
り
返
る
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
を
ア

ピ
ー
ル
し
て
き
た
例
と
し
て
、
揖
斐
川
町
の
白
樫
踊
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
保
存
会
の
作
成
し
て
い
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
白

樫
踊
の
由
来
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

白
樫
踊
り
は
今
を
去
る
こ
と
八
百
年
の
昔
か
ら
私
達
の
祖
先
が
連
綿
と
し
て
今
日
ま
で
伝
承
し
て
ま
い
り
ま
し
た
古
式
ゆ
た
か
な
郷

土
芸
能
で
あ
り
ま
す
。

昔
か
ら
夏
作
り
に
旱
天
が
続
き
、
旱
害
の
兆
が
出
始
め
る
と
村
人
相
集
い
夜
叉
ヶ
池
及
古
鹿
ヶ
池
の
竜
神
に
雨
を
賜
え
と
雨
乞
い
祈

願
の
踊
り
を
奉
納
い
た
し
ま
し
た
。（
中
略
）
秋
と
も
な
れ
ば
黄
金
の
稲
穂
が
波
打
ち
豊
年
、
万
作
、
豊
か
な
穫
秋
を
迎
え
村
の
老
若

男
女
は
白
樫
神
社
に
相
集
い
、
感
謝
と
よ
ろ
こ
び
を
こ
め
て
豊
年
踊
り
を
奉
納
し
ま
し
た
。

江
戸
時
代
に
な
っ
て
、
由
緒
あ
る
踊
り
の
こ
と
が
大
垣
藩
主
戸
田
公
の
お
耳
に
達
し
そ
の
後
西
美
濃
の
旱
魃
時
に
は
い
く
た
び
か
、

藩
主
の
命
を
受
け
雨
乞
い
祈
願
の
踊
り
を
奉
納
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
の
縁
に
よ
り
戸
田
公
の
紋
所
九
曜
星
の
紋
を
つ
け
る
こ
と
が

許
さ
れ
た
伝
統
あ
る
白
樫
踊
り
で
あ
り
ま
す
。

と
り
わ
け
江
戸
時
代
以
後
の
記
述
は
白
樫
独
自
の
も
の
で
あ
る
が
、
実
は
こ
の
話
は
、
少
な
く
と
も
筆
者
が
聞
い
た
と
こ
ろ
で
は
確
証

が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
伝
承
者
が
、
踊
り
で
使
用
す
る
太
鼓
に
九
曜
星
の
紋
を
つ
け
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
簡
単

に
は
つ
け
ら
れ
な
い
も
の
」「
戸
田
公
の
お
墨
付
き
」
と
し
て
誇
り
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ま
た
揖
斐
郡
内
で
も
数
少
な
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い
江
戸
時
代
の
踊
り
の
史
料
と
し
て
、
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
の
年
号
を
持
つ
『
雨
請
禮
踊
之
時
諸
事
覚
帳
』
と
い
う
文
書
が
残
さ
れ

て
お
り
、
江
戸
期
に
雨
乞
踊
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
徐
々
に
前
述
の
よ
う
な
物
語
が
形
成
さ
れ
て
き

た
と
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
記
録
上
辿
る
こ
と
が
で
き
る
、
昭
和
九
年
大
垣
城
主
戸
田
公
入
城
三
〇
〇
年
祭
や
、
昭
和
一
一
年
大
垣
城
国

宝
指
定
奉
告
祭
へ
の
出
演
な
ど
が
、
大
垣
藩
主
の
庇
護
を
受
け
た
と
い
う
歴
史
の
語
り
を
誘
引
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
白

樫
に
は
多
く
の
史
蹟
や
伝
説
が
あ
り
、
歴
史
を
語
る
こ
と
に
な
じ
み
が
あ
る
。
後
光
巖
天
皇
が
文
和
二
年
（
一
三
五
三
）
に
二
月
ほ
ど
滞

在
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
小
島
頓
宮

お
じ
ま
と
ん
ぐ
う

跡
や
、
美
濃
白
樫
城
、
あ
る
い
は
春
日
局
の
生
誕
地
と
の
言
い
伝
え
が
あ
る
斎
藤
利
三
の
館
跡
地
（
角すす

みみ

の
御
前
）
な
ど
が
、
踊
り
と
並
ん
で
集
落
の
歴
史
の
一
部
と
し
て
語
ら
れ
る
。

ま
た
こ
の
地
で
も
谷
汲
同
様
、
昭
和
三
〇
年
代
に
京
都
大
学
の
先
生
が
来
た
と
い
う
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
が
や
は
り
谷

汲
と
は
興
味
深
い
対
照
を
示
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
谷
汲
で
は
「
踊
り
の
美
し
さ
を
称
賛
さ
れ
た
」
と
伝
わ
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

白
樫
で
は
「（
谷
汲
踊
と
比
較
し
て
）
テ
ン
ポ
が
ゆ
っ
く
り
し
て
お
り
、
古
風
を
残
し
て
い
る
」
と
評
価
さ
れ
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
や
は
り
徹
底
し
て
古
風
に
こ
だ
わ
る
姿
勢
が
こ
こ
に
も
う
か
が
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
歴
史
の
語
り
が
可
能
と
な
る
に
は
、
今
述
べ
た
よ
う
に
そ
れ
を
誘
引
す
る
要
素
が
存
在
す
る
こ
と
が
条
件
で
は
あ
る
が
、

同
時
に
そ
れ
ら
の
要
素
を
集
め
て
関
連
づ
け
、
ひ
と
つ
の
物
語
に
ま
と
め
あ
げ
る
素
養
の
あ
る
者
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

白
樫
踊
が
歴
史
に
つ
い
て
の
語
り
を
厚
く
し
て
き
た
の
は
こ
の
面
で
の
優
位
が
あ
っ
た
。
現
在
の
白
樫
踊
保
存
会
の
会
長
は
、
長
ら
く
教

員
を
務
め
、
在
職
中
か
ら
町
の
歴
史
を
調
べ
る
こ
と
に
熱
心
で
あ
り
、
現
在
は
揖
斐
川
町
文
化
財
保
護
協
会
長
を
務
め
て
も
い
る
。
た
だ

し
彼
は
決
し
て
若
い
頃
か
ら
の
踊
り
の
実
践
者
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
仕
事
柄
任
地
が
た
び
た
び
変
わ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
恒
常

的
に
踊
り
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
退
職
後
か
ら
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
例
は
白
樫
だ
け
に
限
ら
な
い
。
前
述
の
谷
汲
踊

を
復
活
さ
せ
た
人
物
も
帰
郷
者
で
あ
っ
た
し
、
あ
る
い
は
本
稿
で
は
事
例
と
し
て
触
れ
る
機
会
が
な
か
っ
た
が
、
久
瀬
村
東
津
汲
の
現
在

の
保
存
会
長
は
壮
年
期
に
三
〇
年
間
も
仕
事
の
都
合
で
地
元
を
離
れ
て
い
た
と
い
う
。
あ
る
い
は
こ
の
東
津
汲
で
対
外
的
に
紹
介
さ
れ
る
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こ
と
の
多
い
「
鎌
倉
踊
の
由
来
」
と
い
う
文
章
を
書
い
た
の
は
、
明
治
末
期
の
復
活
に
際
し
て
踊
り
を
伝
授
さ
れ
た
者
ら
と
同
じ
時
代
の

人
物
で
、
長
く
久
瀬
小
学
校
の
教
員
を
務
め
た
者
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
由
来
や
歴
史
の
語
り
手
は
、
必
ず
し
も
演
じ
る
こ
と
に

没
入
し
て
い
る
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
、
よ
り
大
き
な
社
会
の
変
化
に
位
置
づ
け
た
り
、
一
見
無
関
係
な
出
来
事
を
編
み
合
わ
せ
て
歴
史

の
物
語
を
構
成
す
る
に
は
、
伝
承
を
い
っ
た
ん
対
象
化
し
、
操
作
す
る
と
い
う
相
対
化
の
過
程
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
一

度
外
か
ら
見
る
視
点
を
身
に
付
け
た
こ
と
が
有
利
に
は
た
ら
く
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
や
は
り
彼
ら
の
語
り
が
一
般
的
な
歴
史
や
民
俗
の
研

究
者
、
あ
る
い
は
第
三
者
的
な
好
事
家
と
異
な
る
の
は
、
語
る
対
象
に
対
す
る
強
烈
な
自
負
や
愛
情
が
動
機
づ
け
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
う
し
た
人
々
は
演
じ
る
こ
と
に
は
没
入
し
て
い
な
く
て
も
、
広
義
の
踊
り
の
伝
承
過
程
に
は
深
く
没
入
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
の
語
り
は
や
は
り
踊
り
の
伝
承
の
重
要
な
構
成
要
素
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

八
　
粛
々
た
る
伝
承

『
坂
内
村
誌
　
民
俗
編
』
は
同
村
の
川
上
・
坂
本
・
諸
家
・
広
瀬
の
四
ヶ
所
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
太
鼓
踊
に
つ
い
て
、
多
く
の
こ
と
を

教
え
て
く
れ
る
〔
坂
内
村
教
育
委
員
会
　
一
九
八
八
〕。
こ
の
四
つ
の
太
鼓
踊
に
つ
い
て
だ
け
で
九
二
頁
を
費
や
す
と
い
う
立
派
な
民
俗

誌
で
あ
る
が
、
特
筆
す
べ
き
は
、
内
容
が
各
頁
二
段
組
と
な
っ
て
お
り
、
上
段
の
本
文
に
は
綿
密
な
調
査
に
基
づ
く
報
告
が
記
さ
れ
て
い

る
と
と
も
に
、
下
段
は
著
者
が
そ
の
報
告
や
先
行
研
究
を
も
と
に
、
大
胆
に
こ
の
民
俗
芸
能
の
伝
播
や
特
質
に
つ
い
て
自
説
を
展
開
す
る

と
い
う
、
市
町
村
史
と
し
て
は
異
例
と
い
え
る
実
験
的
な
体
裁
を
と
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
残
念
な
の
は
肝
心
の
こ
の
項
の
執
筆
者
の

明
示
が
無
い
こ
と
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
同
書
の
編
集
主
任
で
あ
っ
た
松
岡
浩
一
の
手
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
書
か
れ
た
次

の
文
章
は
、
本
稿
に
お
け
る
筆
者
の
見
解
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
た
。
や
や
長
く
な
る
が
そ
れ
を
引
用
し
て
み
る
。
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民
俗
芸
能
の
本
に
、
坂
内
と
春
日
両
村
の
太
鼓
踊
り
は
�
無
名
�
で
あ
っ
た
。
由
緒
由
来
を
語
ら
な
い
こ
と
も
両
村
に
共
通
し
て
い

る
。
�
有
名
�
な
の
は
、
た
い
て
い
〈
雨
乞
踊
り
〉〈
戦
勝
踊
〉
な
ど
の
謂いい

わわ

れ
を
も
ち
、
歌
謡
詞
章
の
伝
承
が
き
わ
め
て
少
な
い
（
歌

が
多
け
れ
ば
、
そ
ん
な
謂
れ
は
出
て
こ
な
い
は
ず
だ
）。
そ
れ
ら
は
、
明
治
末
期
か
ら
昭
和
二
十
年
代
ま
で
の
間
に
か
な
り
長
い
中
絶

の
期
間
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
戦
後
の
復
活
に
あ
た
っ
て
、
文
字
ど
お
り
鳴
物
入
り
の
喧
伝
を
し
、
再
起
継
承
の
決
意
を
無
形
文
化
財
と

し
て
の
�
指
定
�
獲
得
に
示
し
て
、
名
が
あ
が
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ら
と
は
こ
と
か
わ
り
、
坂
内
と
春
日
の
太
鼓
踊
り
は
、
何
ら
の
言
挙
げ
も
せ
ず
、
村
の
祭
礼
行
事
と
し
て
、
氏
神
例
祭
と
と
も

に
継
続
し
て
き
た
。
雨
乞
い
や
豊
況
の
�
返
礼
�
に
踊
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
存
続
の
趣
意
は
�
祭
り
の
踊
り
�
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。〔
坂
内
村
教
育
委
員
会
　
一
九
八
八
　
七
五
九
頁
〕

確
か
に
筆
者
も
同
様
の
印
象
を
持
っ
て
い
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
筆
者
が
現
地
調
査
を
行
っ
た
春
日
村
川
合
で
は
、
伝
承
者
の
ほ
と

ん
ど
が
歌
の
詞
章
の
書
き
付
け
を
所
有
し
て
い
た
。
多
く
が
筆
書
き
さ
れ
た
立
派
な
も
の
で
あ
っ
て
、
聞
く
と
太
鼓
や
笛
と
い
っ
た
役
を

受
け
持
つ
者
は
そ
れ
ぞ
れ
個
人
的
に
先
輩
の
本
を
自
ら
書
写
し
、
あ
る
い
は
字
の
得
意
な
者
に
書
写
を
頼
ん
で
そ
れ
を
所
有
す
る
の
だ
と

い
う
。
そ
の
た
め
詞
章
に
つ
い
て
は
テ
キ
ス
ト
化
が
進
ん
で
お
り
、
数
多
く
の
詞
章
が
残
さ
れ
て
い
る
一
因
と
な
っ
て
い
る
。
現
在
の
奉

納
で
は
七
〜
一
〇
曲
ほ
ど
の
決
ま
っ
た
曲
し
か
歌
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
例
え
ば
『
春
日
村
史
』
に
は
川
合
の
踊
歌
の
タ

イ
ト
ル
が
三
一
曲
掲
載
さ
れ
て
お
り
〔
春
日
村
史
編
集
委
員
会
　
一
九
八
三
〕、
筆
者
が
現
地
で
確
認
し
た
現
在
の
伝
承
者
が
使
用
し
て

い
た
一
冊
に
も
二
九
曲
の
詞
章
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
由
来
そ
の
他
こ
の
太
鼓
踊
に
つ
い
て
の
説
明
を
書

き
残
し
た
も
の
は
皆
無
で
あ
る
。
筆
者
の
由
来
を
尋
ね
る
伝
承
者
へ
の
質
問
も
ほ
と
ん
ど
徒
労
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
印
象

的
だ
っ
た
の
は
、
由
来
を
尋
ね
る
は
ず
が
、
話
題
が
い
つ
の
間
に
か
こ
の
踊
り
を
奉
納
す
る
こ
と
が
い
か
に
大
切
で
あ
る
か
、
自
分
た
ち

は
そ
れ
を
常
に
欠
か
さ
ず
行
っ
て
き
た
の
だ
と
い
う
内
容
に
変
わ
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
三
〇
年
ほ
ど
前
の
あ
る
年
、「
冬
の
祭
」（
一
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月
の
愛
宕
神
社
へ
の
奉
納
）
を
一
度
だ
け
欠
か
し
た
と
こ
ろ
、
集
落
で
火
災
が
発
生
し
、
そ
れ
以
後
は
年
に
三
度
の
奉
納
を
欠
か
し
た
こ

と
は
な
い
と
い
う
話
を
、
あ
る
伝
承
者
は
何
度
も
繰
り
返
し
た
。
あ
る
い
は
公
的
な
記
録
か
ら
も
そ
れ
は
う
か
が
え
る
。
春
日
村
の
五
ケ

所
の
太
鼓
踊
は
、
平
成
八
〜
一
〇
年
に
相
次
い
で
春
日
村
の
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。
そ
の
台
帳
の
由
来
伝
承
の
項
を
見
る
と
、
上
ヶ

流
・
下
ヶ
流
で
は
鎌
倉
起
源
譚
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
両
者
の
記
述
は
全
く
同
じ
内
容
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
承
者
の
書
い
た
も
の
で
は
な

い
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
以
外
の
事
例
で
は
由
来
伝
承
の
記
述
が
希
薄
で
、
種
本
中
瀬
で
は
「
豊
作
祈
願
、
豊
作
御
礼
の
太
鼓
踊
り
」
と

し
か
書
か
れ
て
い
な
い
。
あ
る
い
は
川
合
で
は
、
一
月
の
奉
納
は
火
難
除
け
、
三
月
の
奉
納
は
氏
子
安
全
祈
願
、
八
月
の
奉
納
は
盆
供
養

の
た
め
と
い
う
、
非
常
に
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
解
釈
が
述
べ
ら
れ
て
い
る

（（
1111
））

。

誤
解
の
無
い
よ
う
に
付
言
す
る
と
、
こ
れ
は
決
し
て
「
語
る
べ
き
も
の
」
が
な
い
と
い
う
こ
と
と
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
。
筆
者
か
ら
見

れ
ば
、
何
ら
か
の
き
っ
か
け
が
あ
れ
ば
浮
上
す
る
だ
ろ
う
由
来
や
目
的
の
語
り
を
誘
引
す
る
要
素
は
多
く
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え

ば
春
日
村
川
合
の
夏
の
奉
納
で
は
、
集
落
の
人
々
は
太
鼓
の
道
行
に
従
っ
て
庚
申
様
や
寺
を
巡
り
、
区
内
の
橋
に
来
た
と
こ
ろ
で
川
に
向

か
っ
て
「
シ
ョ
ウ
ラ
イ
さ
ん
」
と
呼
ぶ
御
幣
状
の
形
代
を
投
げ
る
と
い
う
、
盆
の
祖
先
供
養
と
太
鼓
踊
の
習
合
と
い
う
他
所
に
は
な
い
特

徴
を
有
し
て
お
り
、
民
俗
学
的
な
解
釈
を
呼
び
込
む
に
足
る
魅
力
を
備
え
て
い
る
。
あ
る
い
は
坂
内
村
川
上
の
ほ
う
ろ
踊
な
ど
は
、
高
さ

一
丈
五
尺
を
越
え
る
と
い
う
竹
に
綿
製
の
ハ
ナ
を
無
数
に
つ
け
た
飾
り
物
「
ほ
う
ろ
」
の
印
象
的
な
形
象
に
意
味
を
見
い
だ
し
た
り
、
あ

る
い
は
三
倉
の
古
賀
ヶ
池
よ
り
も
数
倍
も
名
高
い
雨
乞
い
伝
承
を
持
つ
地
元
の
夜
叉
ヶ
池
と
踊
り
を
関
連
づ
け
て
雨
乞
い
の
由
来
を
精
緻

化
さ
せ
る
こ
と
も
お
そ
ら
く
可
能
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る

（（
1122
））

。
そ
う
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
前
出
の
『
坂
内
村
史
』
を
ふ
た
た
び
引
用
す
れ
ば
、

や
は
り
「
村
の
祭
礼
行
事
と
し
て
、
氏
神
例
祭
と
と
も
に
継
続
し
て
き
た
」
か
ら
で
あ
り
、「
存
続
の
趣
意
は
�
祭
り
の
踊
り
�
に
あ
っ

た
か
ら
」
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
筆
者
の
言
葉
で
言
え
ば
、
比
較
的
安
定
し
た
伝
承
過
程
に
あ
る
が
ゆ
え
に
、
あ
え
て
自
ら
過
去

を
振
り
返
っ
た
り
、
足
下
を
確
認
し
た
り
す
る
必
要
が
生
じ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
全
国
的
に
雨
乞
踊
の
事
例

を
集
め
て
分
析
し
た
高
谷
重
夫
が
、
結
局
は
「
各
地
の
踊
り
は
も
と
も
と
雨
乞
の
た
め
に
始
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
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は
祭
礼
・
祝
い
事
・
盆
の
精
霊
会
等
の
た
め
に
踊
ら
れ
た
も
の
が
た
ま
た
ま
雨
乞
に
転
用
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
え
る
」
と
言
う

よ
う
に
〔
高
谷
　
一
九
八
二
　
九
六
頁
〕、
こ
う
し
た
踊
り
が
伝
承
さ
れ
る
の
は
祭
礼
に
踊
る
た
め
と
い
う
の
が
最
も
蓋
然
性
の
あ
る
説

明
な
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
尋
ね
る
も
の
の
期
待
に
十
分
応
え
ら
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
有
意
性
に
乏
し
い
た
め
、
由
来
と
し
て
適

切
な
も
の
と
は
扱
わ
れ
な
い
よ
う
で
あ
る

（（
1133
））

。

九
　
「
語
る
も
の
」
と
し
て
の
民
俗
芸
能

以
上
い
く
つ
か
の
事
例
を
通
し
て
見
て
き
た
こ
と
で
、
民
俗
芸
能
が
由
来
を
持
ち
、
そ
れ
を
語
る
と
い
う
こ
と
が
決
し
て
自
明
の
こ
と

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
由
来
を
積
極
的
に
語
る
か
、
語
ら
な
い
か
、
ど
の
よ
う
な
内
容
が

強
調
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
自
分
た
ち
の
実
践
と
の
間
に
整
合
性
を
持
た
せ
る
か
、
ど
の
よ
う
な
人
物
が
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
関
わ
る
か
と
い

う
こ
と
は
、
た
と
え
同
種
の
民
俗
芸
能
で
あ
っ
て
も
、
個
々
の
事
例
が
埋
め
込
ま
れ
て
き
た
歴
史
や
環
境
に
よ
っ
て
相
違
す
る
も
の
で
あ

る
。
と
り
わ
け
近
代
以
後
の
民
俗
芸
能
を
と
り
ま
く
環
境
は
、
伝
承
者
に
対
し
て
由
来
に
つ
い
て
語
る
こ
と
を
求
め
て
き
た
と
い
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。
各
事
例
で
見
た
よ
う
に
、
伝
承
の
中
断
、
そ
こ
か
ら
の
復
活
、
文
化
財
の
指
定
と
い
っ
た
出
来
事
や
、
帰
郷
者
や
研
究
者

の
存
在
と
い
っ
た
要
因
が
、
民
俗
芸
能
を
「
す
る
も
の
」
だ
け
で
な
く
「
語
る
も
の
」
と
し
て
存
在
せ
し
め
て
き
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
出
来
事
や
存
在
は
、
民
俗
芸
能
を
行
う
こ
と
を
当
り
前
の
こ
と
と
考
え
さ
せ
て
は
く
れ
な
い
。「
ど
う
し
て
」「
い
つ
か
ら
」

と
問
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
対
す
る
回
答
と
し
て
の
由
来
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
や
や
観
念
的
で
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な

理
解
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
や
は
り
、
日
々
の
生
活
を
共
有
し
、
比
較
的
狭
い
範
囲
で
自
立
性
を
保
つ
こ
と
が
で
き
た
集
団
が
、
否

応
な
く
外
部
に
開
か
れ
「
当
り
前
」
が
通
用
し
な
く
な
る
と
い
う
近
代
化
の
過
程
の
産
物
と
言
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
今
で
も
、
坂
内
村
や

春
日
村
の
事
例
の
よ
う
に
そ
の
必
然
性
が
希
薄
で
あ
れ
ば
、
声
高
に
自
ら
に
つ
い
て
語
ら
な
く
て
も
存
在
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
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か
し
そ
れ
は
こ
れ
ら
が
そ
の
他
の
事
例
と
本
質
的
に
異
な
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
あ
く
ま
で
こ
れ
ま
で
置
か
れ
て

き
た
状
況
の
相
違
で
あ
っ
て
、
今
後
そ
の
状
況
が
変
化
す
れ
ば
、
彼
ら
の
由
来
語
り
に
対
す
る
態
度
が
変
化
す
る
こ
と
は
十
分
に
あ
り
う

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
調
査
者
が
伝
承
者
の
由
来
語
り
か
ら
何
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
、
そ
の
民
俗
芸
能
が
置
か
れ

て
き
た
状
況
と
い
う
の
は
密
接
に
関
係
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
切
り
離
し
て
語
り
の
内
容
の
み
を
関
心
の
対
象
と
す
る
の
は
調
査
の
方

法
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
本
稿
で
は
、
由
来
が
形
成
さ
れ
る
過
程
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
果

的
に
今
ま
で
あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
な
民
俗
芸
能
の
変
遷
の
過
程
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
状
況
を
記
述
で
き
た
と
自
負
し

て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
最
後
に
本
稿
の
限
界
と
課
題
に
つ
い
て
も
述
べ
て
お
き
た
い
。
そ
も
そ
も
問
わ
れ
る
か
ら
こ
そ
語
ら
れ
る
由
来
と
い
う
問

題
系
を
設
定
し
た
以
上
、
こ
こ
で
述
べ
た
こ
と
は
あ
く
ま
で
調
査
者
で
あ
る
筆
者
の
問
い
に
対
す
る
伝
承
者
の
語
り
か
ら
の
立
論
と
い
う

限
定
を
逃
れ
ら
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
ら
の
語
り
は
筆
者
が
調
査
す
る
以
前
に
す
で
に
定
型
化
さ
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
文
字
化
さ
れ

て
も
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
揺
ら
ぎ
の
幅
も
限
定
さ
れ
る
で
は
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
筆
者
の
抱
え
る
属
性
を
無
視
し
て
、
こ
こ
に
述
べ
た

こ
と
を
客
観
的
な
状
況
と
し
て
呈
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
別
の
調
査
者
が
坂
内
村
や
春
日
村
に
入
り
、
そ
こ
で
雄
弁
に
由
来
を
語
る

伝
承
者
に
出
会
う
可
能
性
や
、
ど
こ
の
伝
承
地
で
あ
れ
全
く
異
な
る
由
来
を
記
し
た
テ
キ
ス
ト
に
遭
遇
す
る
可
能
性
も
無
い
と
は
限
ら
な

い
。
筆
者
と
し
て
は
そ
の
調
査
者
に
対
し
て
、
そ
れ
こ
そ
我
々
も
ま
た
由
来
語
り
を
構
成
す
る
状
況
の
一
部
で
あ
る
証
だ
ろ
う
と
し
か
今

の
と
こ
ろ
答
え
る
術
を
持
っ
て
い
な
い
。
ま
た
課
題
と
し
て
は
、
こ
こ
で
述
べ
た
こ
と
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
伝
承
者
た
ち
が
外
部
に
対

し
て
語
る
由
来
を
主
た
る
対
象
と
し
て
い
る
が
、
一
方
で
伝
承
者
の
内
部
で
も
由
来
は
語
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
本
稿
は
、
由
来

が
伝
承
者
の
内
部
で
ど
の
よ
う
な
様
式
で
語
ら
れ
、
ど
の
よ
う
な
効
果
を
持
ち
、
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
考
察
に
よ

っ
て
補
完
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
感
じ
て
い
る（（

1144
））

。
当
初
の
問
題
設
定
に
立
ち
返
れ
ば
、「
当
事
者
が
、
実
践
に
つ
い
て
語
る
、
第
三
者
用

の
言
説
」
と
、「
当
事
者
が
、
実
践
に
つ
い
て
語
る
、
当
事
者
用
の
言
説
」
の
二
つ
を
設
定
し
て
、
両
者
に
内
容
・
様
式
・
機
能
の
点
で
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ど
の
よ
う
な
差
が
あ
る
の
か
（
無
い
の
か
）
を
よ
り
突
き
詰
め
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
は
、
橋
本
の
二
つ
の
図
式
に

お
い
て
、
筆
者
が
近
い
位
置
に
設
定
し
た
「
実
践
の
中
で
、
実
践
に
つ
い
て
語
る
」
こ
と
と
「
当
事
者
の
、
第
三
者
用
の
言
説
」
の
間
に

も
広
大
な
領
域
が
残
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
些
細
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
民
俗
芸
能
の
調
査
に
お
い
て
、
伝
承

者
の
語
り
が
調
査
者
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
で
な
さ
れ
て
い
る
か
を
認
識
す
る
上
で
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

注

(

1)

本
稿
に
お
い
て
「
語
り
」
と
は
、
調
査
者
に
対
し
て
発
話
さ
れ
た
も
の
だ
け
を
指
す
わ
け
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
も
と
は
何
者
か
に
対
し
て
発

話
を
も
っ
て
語
ら
れ
た
も
の
が
大
半
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
世
代
を
超
え
て
語
り
継
が
れ
、
定
型
化
さ
れ
た
も
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
文
字
に
よ
っ

て
定
着
さ
れ
た
も
の
も
含
ん
で
い
る
。
そ
も
そ
も
調
査
に
お
い
て
筆
者
が
出
会
っ
た
由
来
の
「
語
り
」
の
多
く
は
、
す
で
に
何
ら
か
の
典
拠
を
も
つ

も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
し
、
あ
る
い
は
現
地
の
上
演
で
観
客
に
な
さ
れ
る
説
明
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
書
か
れ
た
台
本
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
意
味
で
、
純
粋
な
発
話
と
し
て
の
「
語
り
」
と
そ
う
で
な
い
も
の
を
弁
別
す
る
の
は
難
し
い
。
こ
こ
で
は
、
他
者
に
明
示
す
る
目
的
で
、
命
題
的

に
（「
○
○
は
×
×
で
あ
る
」
と
い
う
形
式
で
）
由
来
を
表
現
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
を
由
来
の
「
語
り
」
と
し
て
扱
う
こ
と
と
す
る

(

2)

筆
者
は
い
く
つ
か
の
点
で
足
立
の
結
論
に
対
し
て
十
分
な
納
得
が
で
き
な
い
で
い
る
。
と
り
わ
け
足
立
自
身
が
指
摘
し
て
い
る
「
郷
土
史
家
に
よ

る
管
理
の
方
法
が
実
は
郷
土
史
家
と
筆
者
と
の
あ
い
だ
で
協
同
的
に
達
成
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
点
」〔
足
立
　
二
〇
〇
五
　
一
〇
七
頁
〕
に
つ
い
て
、

そ
れ
こ
そ
あ
い
ま
い
な
ま
ま
や
り
過
ご
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
こ
そ
大
き
な
課
題
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
足
立

が
問
題
と
し
て
い
る
郷
土
史
家
の
言
語
的
実
践
は
、「
そ
の
独
自
性
と
は
何
か
」
と
問
い
続
け
る
足
立
自
身
の
存
在
に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
り
、
郷
土
史
家
た
ち
が
そ
う
し
た
状
況
下
に
置
か
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
彼
ら
に
不
必
要
な
認
知
的
拡
張
を
せ
ま
っ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
足
立
は
自
分
が
問
題
と
す
る
状
況
を
自
分
自
身
で
作
り
出
し
て
い
る
こ
と
に
も
っ
と
自
覚
的
で
あ
る
べ
き
だ
と
筆
者
は
感
じ
て

い
る
。

(

3)

揖
斐
郡
の
旧
揖
斐
川
町
・
谷
汲
村
・
春
日
村
・
久
瀬
村
・
藤
橋
村
・
坂
内
村
は
平
成
一
七
年
一
月
三
一
日
に
合
併
し
、
新
し
く
揖
斐
川
町
と
な
っ

た
が
、
本
稿
で
は
調
査
時
点
で
の
行
政
区
画
で
あ
る
旧
町
村
名
を
使
用
し
て
い
る
。
本
稿
で
扱
っ
て
い
る
具
体
的
事
例
は
す
べ
て
新
揖
斐
川
町
に
含

ま
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
今
後
、
同
じ
町
の
民
俗
芸
能
と
し
て
、
ま
た
ひ
と
つ
の
町
の
文
化
財
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
伝
承
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に
ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ
る
も
の
か
、
本
稿
の
テ
ー
マ
と
も
関
連
し
て
大
い
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
。

(
4)

湖
北
地
域
を
含
む
近
江
の
太
鼓
踊
に
つ
い
て
は
長
谷
川
嘉
和
の
報
告
が
詳
し
い
〔
長
谷
川
　
一
九
九
三
〕。
ま
た
、
太
鼓
踊
以
外
も
含
め
た
西
美
濃

と
近
江
の
民
俗
芸
能
の
近
縁
性
は
和
田
唯
男
が
ま
と
め
て
い
る
〔
和
田
　
一
九
七
五
〕。

(

5)
『
美
濃
民
俗
』
誌
上
で
は
し
ば
し
ば
こ
の
地
域
の
太
鼓
踊
の
報
告
が
行
わ
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
和
田
唯
男
は
昭
和
四
六
年
の
鎌
倉
踊
の
報
告
の

中
で
、
土
地
の
人
が
語
る
ま
ま
の
解
釈
（
＝
鎌
倉
起
源
譚
）
が
美
濃
民
俗
文
化
の
会
会
長
の
名
前
で
発
表
さ
れ
た
こ
と
に
「
全
国
の
民
俗
研
究
家
の

目
に
ふ
れ
た
ら
岐
阜
県
人
の
民
俗
研
究
不
足
を
笑
う
だ
ろ
う
」
と
憤
り
を
露
に
し
て
い
る
。
和
田
は
そ
の
報
告
の
中
で
「
鎌
倉
踊
」
の
名
称
は
「
鎌

倉
の
〜
」
で
始
ま
る
歌
詞
の
フ
レ
ー
ズ
か
ら
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
る
〔
和
田
　
一
九
七
一
〕。

(

6)

た
だ
し
、
竜
神
に
対
し
て
雨
を
乞
う
の
は
一
般
的
な
こ
と
と
は
い
え
、
こ
の
記
述
を
池
に
太
鼓
踊
を
も
っ
て
降
雨
を
祈
願
し
た
証
と
考
え
る
の
は

難
し
い
。
筆
者
の
管
見
の
う
ち
で
は
、
大
正
七
年
の
『
西
濃
春
日
村
古
今
明
細
記
』
の
「
古
ヶ
ガ
池
櫻
ラ
ガ
池
ノ
事
」
の
項
に
「
夏
大
旱
ノ
時
池
田

小
島
ノ
村
々
ヨ
リ
雨
乞
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
夛
ク
霊
験
顕
著
必
ス
雨
フ
ル
ト
言
傳
フ
」
と
あ
る
の
が
池
と
雨
乞
い
を
は
っ
き
り
と
関
連
づ
け
て
い
る
程
度
で

あ
る
。

(

7)

筆
者
は
か
つ
て
文
化
人
類
学
に
お
け
る
儀
礼
論
を
展
望
し
た
論
文
の
中
で
、
人
々
が
そ
れ
を
「
当
り
前
」
に
執
行
で
き
る
安
定
状
態
に
お
い
て
は
、

そ
う
し
た
行
為
の
根
拠
や
意
味
が
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
が
現
実
の
社
会
的
諸
条
件
や
偶
発
的
な
出
来
事
に
よ
っ
て
執
行
が
妨
げ
ら
れ
る
よ

う
な
状
況
に
お
い
て
、
あ
ら
た
め
て
根
拠
や
意
味
が
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
〔
俵
木
　
二
〇
〇
〇
〕。
三
倉
に
お
け
る
大
火
に

よ
る
中
断
と
そ
こ
か
ら
の
復
興
が
、
新
た
な
『
大
本
』
の
成
立
を
要
請
し
た
の
も
、
や
は
り
同
様
の
過
程
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。

(

8)

昭
和
五
〇
年
の
文
化
財
保
護
法
の
改
正
に
と
も
な
っ
て
、
昭
和
五
一
年
に
谷
汲
踊
は
あ
ら
た
め
て
岐
阜
県
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
の
第
一
号
の

指
定
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
告
示
に
お
い
て
、
踊
り
の
内
容
は
「
徳
川
時
代
に
お
け
る
農
村
生
活
の
特
色
を
伝
承
」
と
な
っ
て
い
る
〔
岐
阜
県
公
報

第
五
〇
八
七
号
　
一
九
七
六
〕。

(

9)

近
年
は
つ
い
に
華
厳
寺
で
の
奉
納
が
谷
汲
踊
の
メ
イ
ン
と
な
り
、
大
洞
天
神
神
社
で
の
祭
礼
に
は
奉
納
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

(

10)

「
京
都
大
学
の
先
生
」
は
、
根
尾
村
能
郷
の
能
狂
言
の
発
見
者
と
し
て
も
知
ら
れ
る
猪
熊
兼
重
だ
と
思
わ
れ
る
〔
猪
熊
　
一
九
五
六
、
福
田
　
二

〇
〇
二
〕。
彼
は
昭
和
三
〇
年
代
に
こ
の
一
帯
を
さ
か
ん
に
調
査
し
て
お
り
、
初
期
の
岐
阜
県
の
無
形
文
化
財
指
定
の
多
く
を
手
が
け
て
い
る
〔
岐
阜

県
教
育
委
員
会
　
一
九
五
八
〕。
後
述
す
る
白
樫
踊
に
お
け
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

(

11)

川
合
で
も
、
他
所
と
同
様
、
雨
乞
い
と
し
て
踊
り
を
踊
る
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
踊
歌
と
し
て
も
「
雨
乞
い
踊
」
と
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い
う
曲
が
あ
る
。
聞
き
取
り
で
は
、
現
在
八
五
歳
に
な
る
村
の
長
老
が
ボ
ン
デ
ン
を
務
め
て
い
た
頃
、
最
後
の
雨
乞
踊
が
行
わ
れ
た
ら
し
い
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。
ボ
ン
デ
ン
を
務
め
る
の
は
か
つ
て
は
二
〇
歳
ま
で
の
青
年
で
あ
っ
た
の
で
、
今
か
ら
六
〇
〜
七
〇
年
ほ
ど
前
の
こ
と
に
な
る
。
ま

た
春
日
村
教
育
委
員
会
の
調
査
で
は
、
川
合
区
有
文
書
の
な
か
に
、
明
治
初
期
に
粕
川
沿
い
の
下
流
に
当
た
る
池
田
郡
（
現
池
田
町
）
か
ら
川
合
六

社
神
社
で
の
雨
乞
い
を
依
頼
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
と
い
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
雨
乞
い
の
由
来
が
必
ず
し
も
強
調
さ
れ
な
い
の
は
、
同
地
の
自
然
条

件
や
生
業
と
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
春
日
村
は
粕
川
流
域
の
典
型
的
な
中
山
間
地
で
、
耕
地
面
積
は
村
全
体
の
一
％
余
り
に
過
ぎ
ず
、
し
か

も
そ
の
半
分
以
上
が
こ
の
地
区
の
主
産
品
で
あ
る
茶
畑
で
あ
る
。
ま
た
同
教
育
委
員
会
の
報
告
に
よ
る
と
、
そ
も
そ
も
こ
の
地
域
は
岐
阜
県
内
で
も

最
多
雨
地
域
で
、
自
然
災
害
と
し
て
も
長
雨
や
洪
水
な
ど
の
水
害
は
あ
っ
て
も
、
干
ば
つ
に
よ
る
被
害
は
あ
ま
り
な
い
と
い
う
。
こ
の
地
域
の
人
々

に
と
っ
て
、
雨
を
乞
う
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
切
迫
し
た
要
求
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
筆
者
の
聞
き
取
り
の
中
に
も
、
六
社
神
社
の

雨
乞
い
で
は
「
降
り
す
ぎ
る
と
困
る
の
で
気
を
つ
け
る
」
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
者
が
あ
っ
た
。

(

12)

夜
叉
ヶ
池
の
帰
属
は
地
元
で
も
大
き
な
関
心
事
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
池
は
岐
阜
県
坂
内
村
と
福
井
県
南
越
前
町
の
ち
ょ
う
ど
県
境
に
位
置
し
て

お
り
、
そ
の
帰
属
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
。
国
土
地
理
院
作
成
の
地
形
図
で
は
、
池
は
県
境
の
福
井
県
側
に
入
っ
て
い
る
が
、
一
般
的
に
は
「
美
濃

の
夜
叉
ヶ
池
伝
説
」
と
紹
介
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
〔
柳
田
　
一
九
九
八
〕、
坂
内
村
で
は
こ
れ
を
村
の
名
所
と
し
て
大
き
く
ア
ピ
ー
ル
し
て
き
た
。
地

元
の
川
上
で
こ
の
伝
承
と
太
鼓
踊
を
関
連
づ
け
る
よ
う
な
形
跡
は
見
ら
れ
な
い
が
、
白
樫
踊
で
は
雨
乞
い
の
た
め
の
踊
歌
を
「
夜
叉
ヶ
池
の
歌
」
と

呼
ん
で
い
る
。

(

13)

な
お
前
節
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
両
村
の
太
鼓
踊
は
文
化
財
指
定
が
遅
か
っ
た
、
あ
る
い
は
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
由
来
が
積
極
的
に
語

ら
れ
な
い
一
つ
の
要
因
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
春
日
村
の
五
ヶ
所
の
踊
り
は
、
平
成
八
年
か
ら
一
〇
年
に
か
け
て
そ
れ
ぞ
れ
村
の
指
定
と
な
り
、

平
成
一
一
年
に
五
ヶ
所
を
合
わ
せ
て
「
春
日
の
太
鼓
踊
り
」
と
し
て
岐
阜
県
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
と
な
っ
た
。
そ
し
て
坂
内
村
の
四
ヶ
所
に

つ
い
て
は
、
現
在
ま
で
い
か
な
る
文
化
財
の
指
定
も
受
け
て
い
な
い
。

(

14)

お
そ
ら
く
筆
者
と
同
様
の
関
心
を
持
ち
な
が
ら
、
よ
り
伝
承
者
の
内
部
に
お
け
る
由
来
（
由
緒
）
や
歴
史
の
有
り
様
を
問
題
に
し
て
い
る
の
が
、

神
奈
川
県
北
部
の
三
匹
獅
子
舞
を
対
象
と
し
た
笹
原
亮
二
の
研
究
で
あ
る
〔
笹
原
　
二
〇
〇
三
　
第
五
章
〕。
と
く
に
、
比
較
的
対
象
化
し
や
す
い
書

か
れ
た
も
の
（
由
来
書
）
の
分
析
に
つ
い
て
は
非
常
に
明
解
で
参
考
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
語
り
の
分
析
の
部
分
で
は
、
伝
承
者
の
内
部
で
の
語

り
の
有
り
様
と
、
外
部
に
開
か
れ
た
語
り
の
有
り
様
の
弁
別
の
困
難
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
笹
原
は
、
現
地
に
お
い
て
も
あ
る
意
味
で
外
部
者
の
よ
う

な
関
心
で
「
歴
史
を
語
る
」
少
数
の
人
々
が
い
る
と
い
う
か
た
ち
で
現
地
と
外
部
の
回
路
を
開
き
、
一
方
で
そ
う
し
た
素
養
を
持
た
な
い
「
そ
れ
以
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外
の
演
者
」
は
よ
り
具
体
的
で
実
践
的
な
歴
史
の
知
識
を
共
有
す
る
と
い
う
。
し
か
し
こ
れ
に
よ
っ
て
内
と
外
に
お
け
る
歴
史
の
語
り
方
の
差
を
ず

ら
し
て
は
い
て
も
、「
歴
史
を
語
る
人
々
」
と
「
そ
れ
以
外
の
演
者
」
と
い
う
新
た
な
差
異
が
問
題
に
な
る
。
読
者
に
は
、
こ
の
差
異
を
よ
り
明
確
に

す
べ
き
な
の
か
、
そ
れ
と
も
こ
の
よ
う
な
差
異
は
本
質
的
な
も
の
で
は
な
く
、
程
度
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
の
か
と
い
う
難
問
が
残
さ
れ
て
い
る
。
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〔Summary〕

Modernity of Narratives of Origin of Folk Performing
Arts:The Case of Taiko-odori in Ibi County, 

Gifu Prefecture

HYOKI Satoru

To consider the purpose of folk performing arts, in other words, to answer
the question “why is this particular performing art performed?”, the
conventional method is to examine the origin of every performing art.
However, it is difficult to think that such narratives of origin are historically
accurate or provide the primal purpose of folk performing arts. It would rather
be interesting to consider how and under what situation these narratives have
been formed. In this article, the author considers the social process concerning
the formation of narratives of origin through a comparative research of some
examples of Taiko-odori in Ibi county, Gifu prefecture.

As a type of folk performing arts, many Taiko-odori are transmitted in a
wide area of western Japan. There are some typical narratives about their
origin. These origins include prayers offered for rain, victory celebrations of
the Kamakura period, and others. As a result of examination of some Taiko-
odori in Ibi county, it was found that the way these narratives explain their
origin varies from case to case. There are some which adopt a typical
narrative, some which have comparatively unique narrative, and some which
are not intent on explaining the origin. Which type of narrative of origin they
adopt depends on the situation surrounding that performing art. Especially, the
situation after the modern era has had a great effect because it is the time that
people who transmit Taiko-odori have been more frequently required to explain
what they are doing. This study reveals that interruption and revival of
transmission, designation as cultural property, comments by researchers and
people who have returned to their home town, or such seem to have been
important factors. These narratives of origin are good resources for
considering the process of transition of folk performing arts in modern and
contemporary times.


