
序
　
章

1
．
研
究
の
目
的

「
舞
う
神
考
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
古
井
戸
先
生
か
ら
い
た
だ
い
た
。
最
初
は
「
舞
う
神
と
舞
わ
ぬ
神
の
研
究
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
先
生
に
ご

指
導
を
賜
っ
た
が
、
「
舞
う
神
考
」
が
シ
ン
プ
ル
で
、
多
少
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
タ
イ
ト
ル
で
は
あ
る
が
、
拙
論
の
趣
旨
に
も
あ
う
こ
と
で
そ
の
よ
う

な
タ
イ
ト
ル
に
し
た
。
最
初
は
学
位
論
文
の
タ
イ
ト
ル
と
し
て
は
相
応
し
く
な
い
か
も
と
い
う
気
持
ち
も
あ
っ
た
が
、
這
そ
の
よ
う
な
タ
イ
ト
ル

を
つ
け
て
み
る
と
そ
れ
以
上
な
い
よ
う
な
気
が
し
て
、
大
変
有
難
い
気
持
ち
と
と
も
に
す
っ
か
り
気
に
入
っ
た
。

日
本
に
は
八
百
万
の
神
が
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
算
術
的
な
数
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
物
事
に
は
精
霊
が
宿
っ
て
い
る
と
い
う
ア

ニ
ミ
ズ
ム
の
思
想
か
ら
生
じ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
民
俗
芸
能
は
そ
れ
ら
の
神
々
が
祭
ら
れ
る
場
で
行
な
わ
れ
る
の
が
常
で
あ
る
。

韓
国
で
は
八
万
八
千
の
神
と
い
わ
れ
て
い
る
。
同
じ
く
多
神
的
な
観
念
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
神
々
が
民
俗
芸
能
の
な
か
で
は
い
か
に

表
象
さ
れ
る
の
か
。
顕
現
さ
れ
る
方
式
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
決
ま
っ
た
方
式
が
あ
る
と
し
た
ら
、
如
何
な
る
方
式
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
す

べ
て
の
神
々
が
同
じ
顕
現
方
式
で
あ
ら
わ
れ
る
の
か
。
ま
た
は
神
々
に
よ
っ
て
異
な
る
の
か
。

結
論
を
先
に
言
う
な
ら
、
祭
り
の
場
で
登
場
す
る
様
々
な
神
霊
も
人
間
界
と
同
様
に
高
低
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
大
き
な
神
と
小
さ
な

神
（
精
霊
、
ス
ピ
リ
ッ
ト
〓
注
1
）
が
存
在
す
る
。
ま
た
そ
れ
ら
の
神
霊
が
姿
を
現
す
方
式
も
一
様
で
は
な
い
。
神
霊
の
世
界
で
も
尊
卑
が
見
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
さ
ま
ざ
ま
な
神
の
な
か
で
も
、
具
体
的
な
方
法
で
表
現
さ
れ
る
神
が
い
る
反
面
、
曖
昧
で
、
具
体
的
に
表
現
さ
れ
な
い
神
が
い

る
。
例
え
ば
、
神
楽
に
よ
く
見
ら
れ
る
岩
戸
神
話
に
は
多
く
の
神
々
が
登
場
す
る
が
、
主
神
で
あ
る
天
照
大
神
は
表
に
登
場
し
な
い
の
が
常
で
あ
る
。

勿
論
、
今
日
に
お
い
て
は
多
少
演
出
を
加
え
て
鏡
を
手
に
し
て
、
ま
た
は
鏡
を
付
け
た
宝
冠
を
被
っ
て
岩
戸
か
ら
登
場
し
、
簡
単
で
は
あ
る
が
舞
う

所
作
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
も
舞
の
中
心
は
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
ノ
ミ
コ
ト
（
天
釦
女
命
・
天
宇
受
売
命
）
で
あ
る
。
即
ち
、
天
照
大
神
は

岩
戸
前
で
の
祭
儀
の
主
神
で
あ
る
が
、
行
事
の
中
心
は
職
能
神
で
あ
る
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
ノ
ミ
コ
ト
で
あ
る
。
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祭
礼
の
場
で
神
事
の
主
な
対
象
は
尊
位
神
で
あ
る
が
、
芸
能
の
中
心
的
な
存
在
は
職
能
神
で
あ
り
、
鎮
魂
さ
れ
る
べ
き
精
霊
、
モ
ノ
達
で
あ
る
。

折
口
信
夫
の
芸
能
論
を
継
承
し
た
池
田
弥
三
郎
は
神
と
対
立
す
る
精
霊
は
神
の
零
落
し
た
姿
で
あ
り
、
マ
レ
ビ
ト
の
分
裂
か
ら
発
生
し
た
と
前
提
し
、

祭
り
の
中
の
芸
能
は
多
く
精
霊
の
資
格
の
も
の
に
よ
っ
て
行
な
っ
て
い
る
（
注
2
）
と
い
う
。
こ
の
指
摘
は
大
変
示
唆
的
で
あ
る
。

ま
た
、
小
笠
原
恭
子
は
マ
ナ
ブ
（
も
の
ま
ね
）
に
つ
い
て
論
じ
た
論
考
の
な
か
で
、
至
高
尊
貴
な
る
存
在
を
こ
の
眼
で
確
認
す
る
こ
と
を
畏
れ
、

拒
否
す
る
発
想
の
も
と
に
お
か
れ
て
い
て
、
人
々
が
変
身
し
得
る
「
神
」
は
小
単
位
の
共
同
体
の
祖
先
神
も
し
く
は
そ
の
仲
介
者
の
範
囲
に
限
定
さ

れ
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
（
注
3
）
と
言
及
し
て
い
る
。
尊
位
神
に
対
し
て
は
表
象
す
る
こ
と
自
体
が
、
神
へ
の
尊
敬
心
が
稀
薄
化
さ
れ

る
と
い
う
発
想
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

野
村
聖
は
韓
国
や
中
国
、
台
湾
な
ど
の
仮
面
戯
に
登
場
す
る
精
霊
（
モ
ノ
）
に
つ
い
て
注
目
し
、
芸
能
の
中
心
的
存
在
は
、
尊
い
神
よ
り
招
か

れ
ぬ
客
（
モ
ノ
）
　
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
（
注
4
）

す
な
わ
ち
、
祭
り
に
登
場
す
る
多
種
多
様
な
神
々
の
中
で
は
、
舞
う
神
が
あ
る
一
方
、
舞
わ
ぬ
神
が
並
存
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
拙
稿
の
タ
イ

ト
ル
で
あ
る
「
舞
う
神
考
」
の
「
舞
う
」
と
い
う
こ
と
は
、
舞
、
踊
の
舞
の
み
で
は
な
く
、
具
体
的
に
表
現
さ
れ
、
そ
の
神
の
姿
を
表
現
す
る
方
式

を
「
舞
う
」
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
舞
う
と
い
う
の
は
、
神
の
姿
で
舞
う
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
仮
面
を
付
け
て
登
場
し
て
行
な
う

さ
ま
ざ
ま
な
所
作
事
を
も
広
義
の
「
舞
う
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
す
る
。

民
俗
の
研
究
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
柳
田
国
男
、
折
口
信
夫
と
い
う
大
巨
匠
に
よ
り
始
め
ら
れ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な

か
ろ
う
。
柳
田
国
男
が
明
治
四
十
三
年
郷
土
会
を
主
宰
す
る
こ
と
か
ら
日
本
民
俗
学
が
出
発
点
に
立
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
多
く
の
先
学
者
、

ま
た
は
各
地
方
の
在
野
の
学
者
た
ち
に
よ
り
民
俗
資
料
の
収
集
と
整
理
が
な
さ
れ
、
膨
大
の
量
に
至
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
か
ら
】
世
紀
が
経

と
う
と
し
て
い
る
今
日
に
お
い
て
も
、
資
料
の
報
告
、
整
理
に
多
く
の
力
が
注
が
れ
て
い
る
。
民
俗
芸
能
研
究
に
お
い
て
フ
ィ
ル
ド
ワ
ー
ク
は
い
か

に
強
調
し
て
も
言
い
過
ぎ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
柳
田
国
男
が
い
っ
た
よ
う
に
、
後
輩
た
ち
に
託
し
た
民
俗
学
の
普
遍
性
、
世
界
性
（
注

5
）
が
、
今
日
い
か
な
る
方
向
に
向
い
て
い
る
か
と
思
う
と
、
そ
れ
ほ
ど
進
ん
で
い
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
。

折
口
は
芸
能
史
論
と
し
て
、
民
俗
芸
能
研
究
の
先
達
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
い
ま
で
も
、
折
口
の
芸
能
史
論
を
等
閑
視
し
て
は
民
俗
芸
能
の

研
究
は
進
め
ら
れ
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
。
特
に
折
口
か
ら
始
ま
っ
た
民
俗
芸
能
の
研
究
は
大
き
く
二
つ
の
流
れ
が
あ
る
。
即
ち
、
国
学
院
、
慶
応

の
折
口
と
そ
の
弟
子
た
ち
に
よ
る
民
俗
学
的
な
研
究
と
早
稲
田
を
中
心
に
小
寺
融
吉
、
本
田
安
次
、
郡
司
正
勝
な
ど
に
つ
ら
な
る
芸
術
学
（
美
学
）

2



と
し
て
の
研
究
で
あ
る
。
民
俗
学
的
な
研
究
と
い
っ
て
も
、
国
学
院
の
場
合
は
国
学
を
背
景
に
、
慶
応
の
場
合
は
文
学
を
背
景
に
し
て
い
る
点
で
多

民
俗
芸
能
の
研
究
は
学
問
に
な
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
い
は
筆
者
が
長
く
悩
ま
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
。
民
俗
芸
能
の
研
究
は
国
文
学
、
歴
史
学
、

民
俗
学
、
宗
教
学
、
芸
術
学
、
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
関
心
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
一
つ
の
学
問
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
で

あ
ろ
う
か
。
本
稿
は
そ
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
演
劇
学
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
演
劇
人
類
学
と
で
も
い
え
る
だ
ろ
う
か
。

演
劇
の
概
念
を
捉
え
る
場
合
、
大
き
く
二
つ
の
方
向
が
あ
る
。
】
つ
は
、
演
劇
は
西
洋
の
演
劇
の
概
念
と
し
て
、
二
つ
の
物
事
の
戦
い
、
即
ち
葛
藤

の
構
造
で
捉
え
よ
う
と
す
る
概
念
で
あ
る
。
二
人
の
人
物
が
戦
い
、
葛
藤
す
る
人
間
を
描
き
出
す
の
が
演
劇
の
本
質
と
も
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

近
現
代
に
入
る
と
そ
れ
が
心
理
的
な
葛
藤
の
方
に
移
さ
れ
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
も
う
一
つ
の
演
劇
の
捉
え
方
は
内
容
と
い
う
よ
り
は
、
役
者
が
あ

る
役
柄
に
扮
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
焦
点
を
当
て
た
概
念
化
で
あ
る
。
ア
フ
リ
カ
な
ど
の
祭
り
や
、
東
洋
に
お
け
る
祭
儀
に
、
扮
す
る
と
い
う
行
為

を
演
劇
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
流
れ
で
あ
る
。
祭
儀
を
司
る
者
が
神
霊
に
扮
し
て
、
神
霊
の
役
割
を
演
じ
る
こ
と
を
広
義
の
演
劇
と
し
て
捉
え
よ

う
と
す
る
動
き
で
あ
る
。
勿
論
、
祭
儀
に
行
な
わ
れ
る
善
神
と
悪
神
の
戦
い
を
見
せ
る
部
分
も
少
な
く
な
い
が
、
む
し
ろ
、
そ
の
善
神
、
悪
神
に
扮

す
る
と
こ
ろ
に
演
劇
と
し
て
の
性
格
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
日
本
と
韓
国
の
祭
儀
、
特
に
日
本
の
神
楽
と
韓
国
の
巫
俗
儀
礼
の
な
か
で
見
ら
れ

る
芸
能
的
な
要
素
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
演
劇
学
の
方
面
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
、
芸
能
の
本
質
論
を
試
み
る
の
が
本
稿
の
狙
い
で
あ
る
。

3

2
．
研
究
方
法

民
俗
芸
能
学
と
い
う
学
問
は
成
。
立
つ
か
と
い
う
大
き
な
問
題
に
逢
着
す
る
。
民
俗
芸
能
は
単
な
る
他
の
学
問
の
補
助
資
料
に
過
ぎ
な
い
の
だ
ろ

う
か
。
芸
能
は
ま
ず
芸
態
の
調
査
か
ら
始
ま
ら
な
い
と
、
そ
の
姿
が
見
え
な
い
と
い
え
る
。

芸
能
研
究
は
芸
能
史
研
究
か
ら
な
る
と
折
口
は
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
芸
能
は
芸
態
の
「
態
」
の
字
の
下
の
心
を
除
外
し
た
も
の
と
し
て
字
源

的
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
芸
能
は
瞬
間
に
消
え
て
ゆ
く
時
空
間
的
な
も
の
な
の
で
、
実
際
具
体
的
な
芸
態
を
文
献
か
ら
掘
り
出
す
に
は
限
界
が
あ
る
。

そ
こ
で
芸
能
史
は
民
俗
学
に
な
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
考
え
方
が
生
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

芸
能
史
研
究
で
は
、
芸
態
に
関
す
る
文
献
が
少
な
い
分
野
に
民
俗
芸
能
を
説
得
力
あ
る
資
料
と
し
て
採
用
し
て
い
る
。
ま
た
逆
に
、
地
方
伝
承
に



関
す
る
研
究
で
は
、
中
央
に
残
さ
れ
た
文
献
資
料
を
使
っ
て
そ
の
伝
播
や
変
容
の
歴
史
を
具
体
的
に
明
ら
か
（
注
6
）
に
す
る
方
法
が
と
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
芸
能
の
研
究
は
歴
史
で
は
な
く
芸
態
か
ら
始
ま
ら
な
い
と
そ
の
姿
が
み
え
な
い
。
単
な
る
並
列
式
の
記
述
に
過
ぎ
な
く
な
る
。
民
俗

芸
能
を
歴
史
の
通
時
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
し
て
、
文
献
資
料
を
そ
れ
に
補
う
方
法
が
最
も
望
ま
し
い
。
し
か
し
、
筆
者
に
と
つ
て
は
、

い
ま
ま
で
多
く
報
告
さ
れ
て
い
る
資
料
を
読
み
、
理
解
す
る
こ
と
が
限
界
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。

本
稿
は
今
ま
で
に
報
告
さ
れ
た
資
料
を
中
心
に
し
て
、
確
認
が
必
要
な
場
合
の
み
、
フ
ィ
ル
ド
ワ
ー
ク
と
い
う
方
法
を
選
ぶ
こ
と
に
し
た
。
本
稿

で
、
使
わ
れ
て
い
る
資
料
は
殆
ど
、
先
学
が
既
に
整
理
し
た
も
の
で
る
。
韓
国
の
資
料
に
つ
い
て
も
、
多
少
の
フ
ィ
ル
ド
ワ
ー
ク
し
た
も
の
も
あ
る

が
、
基
本
的
に
は
す
で
に
調
査
さ
れ
た
報
告
を
利
用
し
て
い
る
。
筆
者
の
能
力
の
問
題
も
あ
る
が
、
既
存
の
報
告
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り

客
観
性
を
求
め
る
狙
い
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
一
つ
断
っ
て
お
き
た
い
の
は
、
日
本
と
韓
国
の
資
料
を
区
分
し
な
い
で
使
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
は
、
ま
ず
、
民
俗
と
い

う
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
な
か
で
育
ま
れ
た
多
種
多
様
な
芸
能
は
深
い
信
仰
を
背
景
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
芸
能
と
い
う
の
は
常
に
よ
り
新

し
く
、
よ
り
珍
し
い
も
の
を
と
り
い
れ
、
見
物
人
に
見
せ
る
と
い
う
行
為
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
信
仰
を
基
底
に
し
て
い
る
点
で
、
民
俗
芸
能

は
そ
れ
程
変
わ
り
な
く
、
保
守
性
を
保
っ
て
き
た
と
い
え
る
。
日
本
と
韓
国
は
漢
字
文
化
圏
と
い
う
同
一
文
化
圏
の
な
か
で
も
、
中
国
の
漠
族
と
は

異
な
る
種
族
で
あ
る
。
最
近
の
報
告
で
あ
る
が
、
日
本
の
静
岡
県
周
辺
に
住
ん
で
い
る
人
々
の
ミ
ト
コ
ン
ド
リ
ア
D
N
A
の
調
査
結
果
、
マ
レ
イ
シ

ア
、
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
の
東
南
ア
ジ
ア
の
住
民
、
中
国
の
漠
族
は
勿
論
、
日
本
の
ア
イ
ヌ
族
、
琉
球
族
よ
り
は
、
韓
国
ソ
ウ
ル
に
住
ん
で
い
る
住
民
に

最
も
近
い
種
族
で
あ
る
と
い
う
結
果
で
驚
い
た
こ
と
が
あ
る
。
言
語
学
的
に
も
日
本
語
と
韓
国
語
は
最
も
近
い
語
族
に
属
す
る
。
そ
れ
か
ら
、
日
本

と
韓
国
は
同
じ
漢
字
文
化
圏
に
属
し
な
が
ら
、
漢
字
を
輸
入
し
て
変
容
さ
せ
な
が
ら
用
い
た
点
な
ど
、
そ
の
共
通
性
は
他
に
例
が
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。

日
本
の
『
万
葉
集
』
の
解
読
に
韓
国
の
古
代
語
が
大
変
有
効
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
言
わ
れ
て
い
る
。
一
方
、
沖
縄
は
日
本
の
心
の
故
郷
で
あ
り
、
昔

な
が
ら
の
日
本
芸
能
の
宝
庫
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
日
本
本
島
で
は
す
で
に
な
く
な
っ
た
、
或
い
は
、
解
釈
で
き
な
い
部
分
を
沖
縄
の
民
俗
的

事
象
を
手
が
か
り
に
し
て
探
ろ
う
と
し
て
き
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
民
俗
的
な
側
面
か
ら
は
沖
縄
は
日
本
本
島
の
そ
れ
と
は
相
当
離
れ

て
い
る
し
、
歴
史
的
な
側
面
か
ら
も
日
本
化
さ
れ
る
ま
で
に
は
相
当
時
間
が
所
要
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
沖
縄
の
文
化
を
日
本
文

化
の
源
流
ま
た
は
、
そ
れ
に
準
じ
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
、
注
目
を
浴
び
て
き
た
。

民
俗
的
な
側
面
の
み
を
取
り
上
げ
る
と
し
た
ら
、
沖
縄
や
ア
イ
ヌ
の
民
俗
よ
り
最
も
近
い
の
が
韓
国
の
民
俗
と
思
わ
れ
る
。
日
本
と
同
じ
よ
う
に
、
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韓
国
も
西
洋
の
風
に
さ
ら
さ
れ
て
、
伝
統
文
化
が
崩
れ
落
ち
て
、
わ
ず
か
に
そ
の
形
骸
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
。
韓
国
の
民
俗
、

韓
国
の
文
化
を
探
る
に
は
、
日
本
の
そ
れ
が
大
変
参
考
に
な
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
日
本
に
お
い
て
も
事
情
は
同
じ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
拙
稿

は
以
上
の
よ
う
な
理
由
で
、
日
本
の
民
俗
芸
能
と
韓
国
の
民
俗
芸
能
を
同
一
線
上
で
扱
う
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
両
国
は
歴
史
が
異
な
り
、

地
理
的
な
環
境
も
異
な
る
の
で
、
民
俗
と
い
う
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
中
で
も
詳
細
な
部
分
に
入
る
と
相
当
異
な
る
。
拙
稿
は
文
化
の
源
流
を
求
め
る
た

め
の
比
較
で
は
な
く
、
両
国
の
民
俗
事
象
か
ら
共
通
の
思
想
を
探
り
だ
し
、
両
国
の
民
俗
芸
能
に
見
ら
れ
る
共
通
性
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今

ま
で
曖
昧
化
に
な
っ
て
い
る
民
俗
芸
能
の
事
象
が
よ
り
は
っ
き
り
見
え
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
味
で
の
比
較
研
究
で
あ
る
。

民
俗
芸
能
は
長
い
間
時
代
の
流
れ
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
積
み
重
な
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
そ
の
本
来
の
姿
を
さ
ぐ
る
の
が
相
当
難
し
い
の

で
あ
る
。
民
俗
芸
能
が
信
仰
を
基
礎
に
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
信
仰
性
の
働
き
に
よ
っ
て
、
出
来
る
限
り
過
去
の
ま
ま
を
伝
承
し
な
け

れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
保
守
的
な
思
想
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
世
の
中
の
す
べ
て
が
時
代
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
き
た
よ
う
に
民
俗
芸
能
も

変
遷
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
何
処
ま
で
変
わ
っ
て
何
処
が
昔
の
ま
ま
伝
承
さ
れ
て
い
る
か
を
穿
整
す
る
の
は
大
変
難
し
い
。
同
一
の
芸

能
の
な
か
で
も
、
た
や
す
く
変
わ
る
部
分
と
、
そ
う
で
は
な
く
根
強
く
生
き
つ
づ
け
た
部
分
が
あ
る
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
し
か
し
、
時
代
的
、
社

会
政
治
的
変
化
、
伝
承
者
の
思
想
等
の
様
々
な
要
因
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
は
偶
然
に
よ
っ
て
民
俗
芸
能
が
変
わ
る
の
は
当
然
有
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。

必
ず
し
も
、
規
則
的
な
変
化
の
基
準
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
民
俗
芸
能
の
時
代
的
穿
聖
が
推
測
、
あ
る
い
は
直
感
が
は
さ
ま
れ
る
余
地
が
あ

る
し
、
そ
の
働
き
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
も
、
時
代
と
時
代
の
繋
ぎ
を
償
う
有
効
な
手
が
か
り
に
な
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
歴
史
学
の
ほ

う
で
は
、
物
理
的
な
証
拠
が
な
け
れ
ば
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
き
ら
い
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
民
俗
的
な
資
料
を
見
捨
て
る
わ
け

に
は
い
か
な
い
。
む
し
ろ
、
民
俗
芸
能
は
人
間
が
作
り
上
げ
た
所
産
で
あ
り
、
時
代
の
積
み
重
ね
で
出
来
あ
が
っ
た
も
の
な
の
で
、
あ
る
時
は
物
理

的
な
資
料
よ
り
は
、
人
間
の
直
感
あ
る
い
は
、
想
像
力
が
大
き
な
働
き
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
も
無
視
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

5

3
．
本
稿
の
構
成

祭
り
と
い
う
概
念
も
時
代
に
よ
っ
て
変
容
し
て
い
る
。
マ
ツ
リ
の
語
は
韓
国
語
の
マ
ジ
（
迎
え
る
）
と
同
源
か
ら
発
し
た
と
い
う
説
が
あ
る
。
韓

国
の
古
代
国
家
で
あ
る
夫
徐
で
は
迎
鼓
と
い
う
祭
り
が
、
高
句
麗
の
東
盟
、
東
減
の
舞
天
、
三
韓
の
農
耕
儀
頑
と
同
じ
く
収
穫
感
謝
祭
が
行
な
わ
れ



た
。
『
三
国
志
』
「
貌
志
東
夷
伝
」
と
『
後
漢
書
』
に
そ
の
記
録
が
見
え
る
。
股
暦
正
月
に
天
を
祭
る
国
中
大
会
を
開
き
連
日
飲
食
歌
舞
し
た
。
そ

の
名
を
「
迎
鼓
」
と
い
い
、
そ
の
時
に
は
刑
罰
と
投
獄
を
中
止
し
、
囚
人
を
解
放
し
た
と
い
う
。
（
注
7
）
「
迎
鼓
」
と
い
う
は
マ
ジ
グ
ッ
、
神
を
迎

え
て
音
楽
が
奏
さ
れ
た
こ
と
が
文
字
か
ら
も
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
在
日
本
の
祭
り
も
神
迎
え
・
神
遊
び
・
神
送
。
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る

し
、
そ
の
な
か
で
も
、
神
迎
え
が
最
も
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
神
を
迎
え
る
こ
と
が
い
か
に
大
事
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

最
近
は
温
泉
祭
り
、
商
店
会
で
新
装
記
念
祭
り
、
百
貨
店
の
特
別
セ
ー
ル
祭
り
な
ど
に
も
マ
ツ
リ
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は

神
霊
抜
き
の
祭
り
で
あ
り
、
騒
ぎ
立
て
る
と
い
う
特
徴
を
拡
大
解
釈
し
た
に
は
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
は
イ
ベ
ン
ト
と
い
う
用
語
が
ふ
さ
わ
し
い
と

思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
そ
の
よ
う
な
現
代
風
の
イ
ベ
ン
ト
の
祭
り
は
除
外
す
る
。
祭
り
は
神
を
迎
え
て
（
マ
ジ
）
人
間
と
の
接
触
を
し
て
、
最
後
に

は
送
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
る
。
1
に
も
述
べ
た
よ
う
に
韓
国
に
も
日
本
に
も
伝
統
的
な
祭
り
に
は
大
勢
の
神
々
が
登
場
す
る
。
し
か
し
、

そ
れ
ら
の
神
々
が
登
場
す
る
に
は
神
の
種
類
に
よ
っ
て
異
な
る
。
本
稿
の
結
論
を
先
に
言
う
な
ら
ば
、
折
口
信
夫
が
い
う
よ
う
に
祭
り
に
は
小
さ
な

神
も
登
場
す
る
し
、
大
き
な
神
も
登
場
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
神
々
は
登
場
す
る
仕
組
み
も
異
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。
舞
を
伴
っ
て
登
場
す
る

神
が
あ
る
反
面
、
舞
な
し
で
登
場
す
る
神
も
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
舞
う
神
と
舞
わ
ぬ
神
に
分
類
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
の

神
に
携
わ
る
人
々
も
異
な
っ
て
い
る
。
舞
う
神
、
小
さ
な
神
は
男
性
が
中
心
で
、
男
巫
（
観
）
が
担
う
傾
向
が
あ
り
、
大
き
な
神
、
舞
わ
ぬ
神
は
巫

女
（
空
が
担
う
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
仮
面
の
よ
う
に
祭
り
に
登
場
す
る
神
の
顕
現
の
手
段
も
神
々
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す

な
わ
ち
、
祭
り
の
な
か
で
、
主
神
な
ど
尊
い
神
は
神
職
や
巫
女
な
ど
専
門
職
が
担
当
し
、
低
位
の
神
、
精
霊
た
ち
は
氏
子
な
ど
の
一
般
人
が
担
当
す

る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
祭
り
の
な
か
で
芸
能
と
称
さ
れ
る
部
分
は
小
さ
な
神
、
賎
し
い
神
、
舞
う
神
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
勿
論
、
現
在
民
俗
と

い
う
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
な
か
で
神
事
芸
能
、
芸
能
神
事
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
祭
儀
の
歴
史
的
な
変
遷
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本

来
神
事
だ
け
の
も
の
に
後
か
ら
箕
の
よ
う
な
芸
能
を
取
り
入
れ
て
祭
儀
を
華
麗
、
拡
大
さ
せ
た
と
い
う
歴
史
的
な
事
実
も
無
視
で
き
な
い
。
し
か

し
、
舞
う
神
と
舞
わ
ぬ
神
の
存
在
、
舞
う
者
と
舞
わ
せ
る
者
の
分
離
と
い
う
内
在
的
な
背
景
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
芸
能
史
的
な
変
容
が
生
じ
た
と

思
わ
れ
る
。
本
稿
の
タ
イ
ト
ル
を
「
舞
う
神
考
」
と
し
た
の
は
以
1
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。
芸
能
と
し
て
祭
り
、
祭
り
と
し
て
芸
能
の
位
相
を
確
認

す
る
作
業
の
一
環
で
あ
る
。
見
え
な
い
存
在
で
あ
る
神
々
が
祭
り
の
現
場
で
如
何
に
表
象
さ
れ
る
か
、
所
謂
神
の
顕
現
の
仕
組
み
こ
そ
芸
能
の
原
点

本
稿
は
四
部
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
第
Ⅰ
部
は
「
芸
能
か
ら
祭
儀
へ
」
、
第
Ⅱ
部
は
「
舞
う
神
と
舞
わ
ぬ
神
」
、
第
Ⅲ
部
は
「
神
の
顕
現
」
、
第
Ⅳ
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部
は
「
舞
う
も
の
と
舞
わ
せ
る
も
の
」
で
あ
る
。
第
Ⅰ
部
は
一
般
的
「
祭
儀
か
ら
芸
能
へ
」
と
い
う
言
説
は
芸
能
史
や
演
劇
史
な
ど
の
初
頭
に
よ
く

み
か
け
る
。
そ
れ
は
芸
能
の
始
発
点
を
探
る
起
源
論
と
し
て
、
ま
た
芸
能
の
本
質
を
求
め
る
原
論
的
研
究
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
実
際

民
俗
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
な
か
で
は
「
祭
儀
か
ら
芸
能
へ
」
と
い
う
嘉
的
な
流
れ
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
逆
の
方
向
が
あ
り
う
る
こ
と
も
十
分
考

え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
課
題
に
し
た
い
の
は
、
祭
儀
と
は
な
に
か
、
芸
能
と
は
な
に
か
と
い
う
用
語
概
念
で
あ
る
。
こ
の
部
は
本
稿
で
用
い
る
用
語
の

概
念
を
定
義
す
る
上
で
、
「
芸
能
か
ら
祭
儀
へ
」
と
い
う
逆
の
方
向
が
い
か
な
な
る
形
で
展
開
さ
れ
て
き
た
か
を
論
じ
る
。
芸
能
と
祭
儀
は
同
一
次

元
の
概
念
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
言
霊
信
仰
に
見
ら
れ
る
、
言
語
が
祭
儀
の
祝
詞
に
な
る
こ
と
、
翁
三
番
里
が
民
俗
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
な
か
で
、

祭
儀
化
さ
れ
る
過
程
を
想
定
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
昭
和
三
年
皇
紀
二
千
六
百
年
を
記
念
し
て
、
昭
和
天
皇
の
作
詞
に
多
忠
朝
が
作
曲
、
振
り

付
け
し
た
「
浦
安
の
舞
」
は
当
初
か
ら
祭
儀
に
用
い
る
た
め
に
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
年
月
が
経
つ
に
つ
れ
て
祭
儀
の
志
と
し
て
定
着
す

る
過
程
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
戦
前
（
太
平
洋
戦
争
の
前
年
度
）
と
い
う
時
代
的
な
背
景
の
中
で
毒
に
始
ま
っ
た
「
浦
安
の
舞
」
も
戦
後
に
は

中
止
に
な
っ
た
り
廃
止
に
な
っ
た
り
し
た
が
、
最
近
復
活
す
る
場
合
も
多
く
な
っ
て
い
る
。
祭
儀
と
し
て
定
着
す
る
過
程
と
し
て
「
浦
安
の
舞
」
を

取
り
上
げ
た
。

第
二
章
で
は
神
楽
の
原
型
と
い
わ
れ
る
宮
廷
の
御
神
楽
の
成
立
に
重
要
な
影
響
を
与
え
た
と
い
う
園
韓
神
祭
と
鎮
魂
祭
を
韓
国
の
巫
俗
儀
礼
と

比
較
し
っ
つ
、
儀
礼
の
次
第
の
意
味
を
探
っ
て
み
た
。
宮
廷
の
御
神
楽
は
大
嘗
祭
に
お
け
る
清
署
堂
の
御
神
楽
（
琴
歌
神
宴
）
、
賀
茂
臨
時
祭
の
還

立
の
御
神
楽
、
鎮
魂
祭
、
平
安
宮
の
中
に
祭
ら
れ
る
園
韓
神
を
祭
る
園
韓
神
祭
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
統
合
整
理
さ
れ
、
今
日
に
い
た
っ
て
い

る
が
、
恒
例
化
さ
れ
る
承
保
年
間
（
看
七
四
～
七
七
）
以
前
に
は
琴
歌
神
宴
や
還
立
の
御
神
楽
の
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
祭
儀
の
後
に
行
な
わ
れ

る
宴
の
性
格
が
あ
る
こ
と
か
ら
「
宴
か
ら
祭
儀
へ
」
と
い
う
意
味
で
第
一
部
に
位
置
付
け
た
。

第
Ⅱ
部
は
祭
り
、
特
に
神
楽
に
登
場
す
る
神
々
の
性
格
を
捉
え
て
そ
の
顕
現
の
方
法
が
異
な
る
こ
と
に
注
目
し
て
、
第
三
章
で
は
巫
者
に
よ
る
神

が
か
り
、
修
験
道
の
神
が
か
り
、
そ
れ
か
ら
神
楽
の
神
が
か
り
に
分
け
て
神
が
か
り
の
諸
相
を
述
べ
る
。
祭
儀
の
尊
位
の
主
神
を
中
心
に
舞
わ
ぬ
神

に
つ
い
て
の
論
及
で
あ
る
。
第
四
章
で
は
、
日
韓
両
国
の
神
観
念
を
探
る
方
法
と
し
て
、
ま
た
神
楽
の
鎮
魂
の
問
題
と
絡
ん
で
い
る
神
格
化
の
前
段

階
と
も
い
え
る
死
霊
と
関
わ
る
芸
能
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
今
日
日
本
に
お
い
て
は
、
葬
儀
に
芸
能
が
行
な
わ
れ
る
例
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な

っ
て
い
る
。
わ
ず
か
で
あ
り
な
が
ら
死
の
直
後
に
行
な
わ
れ
る
神
楽
と
、
死
後
年
月
が
経
っ
て
行
な
わ
れ
る
神
楽
に
分
け
て
述
べ
る
。
そ
れ
に
よ
っ

て
、
鎮
魂
の
概
念
が
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
か
ら
韓
国
の
巫
俗
儀
礼
、
特
に
死
霊
祭
を
中
心
に
神
々
の
顕
現
方
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式
を
捉
え
、
さ
ら
に
神
楽
と
葬
送
儀
礼
の
関
連
性
を
用
い
ら
れ
る
小
道
具
を
通
し
て
述
べ
る
。
第
五
章
で
は
神
の
顕
現
方
式
の
な
か
で
、
特
に
神
が

外
か
ら
訪
れ
る
、
神
の
道
行
を
祭
儀
の
な
か
で
、
い
か
に
具
体
的
に
表
象
さ
れ
て
い
る
か
を
演
劇
人
類
学
的
な
立
場
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
。
第
Ⅲ

部
は
祭
り
の
対
象
で
あ
る
神
霊
に
は
、
人
間
側
か
ら
一
方
的
に
舞
（
芸
能
）
を
奉
納
す
る
神
と
、
仮
面
や
寸
劇
な
ど
の
よ
う
に
よ
り
具
体
的
に
表
象

さ
れ
る
神
々
に
分
類
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
検
討
す
る
。
第
Ⅱ
部
が
主
に
尊
位
の
主
神
、
即
ち
舞
わ
ぬ
神
に
対
し
て
の
記
述
で
あ
る
と
し
た
ら
、

第
Ⅲ
部
は
低
位
の
職
能
神
、
鎮
魂
す
べ
き
モ
ノ
達
、
即
ち
舞
う
神
に
つ
い
て
の
論
及
で
あ
る
。
第
六
章
は
神
楽
を
含
め
、
芸
能
が
葬
送
儀
礼
の
】
部

と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
芸
能
の
鎮
魂
機
能
説
に
基
づ
い
た
論
及
で
あ
る
。
鎮
魂
の
対
象
と
し
て
現
れ
て
く
る
神
霊
の
姿
を
芸
態
か
ら

追
及
す
る
。
神
の
な
か
で
も
、
特
に
女
神
の
特
徴
を
ふ
れ
な
が
ら
、
殺
さ
れ
る
神
は
民
俗
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
な
か
で
い
か
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か

を
述
べ
る
。
第
七
章
で
は
具
体
的
に
表
象
さ
れ
る
神
霊
の
姿
を
「
尻
振
り
舞
」
と
い
う
芸
態
を
と
り
あ
げ
る
。
第
八
章
は
日
本
の
霜
月
神
楽
と
韓
国

の
巫
俗
儀
礼
の
二
元
的
な
構
造
を
検
討
し
、
神
が
か
り
に
登
場
す
る
尊
位
的
な
神
よ
り
は
、
悪
霊
、
精
霊
、
デ
モ
ン
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
招
か
れ
ぬ
神

が
む
し
ろ
、
芸
能
の
中
心
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
即
ち
、
祭
儀
の
主
な
対
象
に
な
る
尊
位
的
な
神
は
具
体
的
に
表
現
さ
れ
な
い
傾
向

が
あ
る
反
面
、
そ
の
巻
属
神
、
下
級
神
は
仮
面
や
寸
劇
な
ど
を
通
し
て
具
体
的
に
登
場
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
第
Ⅱ
部
と
第
Ⅲ
部
で
は
祭
儀
に
登

場
す
る
神
々
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
第
Ⅳ
部
に
は
祭
儀
を
担
う
立
場
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
祭
儀
を
担
当
す
る
人
間
側
か
ら
の

追
及
で
あ
る
。
尊
貴
な
神
々
は
神
が
か
り
や
そ
れ
に
準
じ
る
方
式
で
厳
か
に
行
な
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
主
に
、
専
門
的
な
宗
教
者
（
神
主
、
巫
女
）

な
ど
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
る
。
一
方
、
春
属
神
、
下
級
神
、
ま
た
は
招
か
れ
ぬ
神
々
は
、
主
神
に
比
べ
て
非
専
門
職
の
役
目
に
な
る
。
祭
儀
の
主
神

は
神
が
か
り
、
ま
た
は
、
人
間
側
か
ら
の
一
方
的
な
祈
り
で
、
人
間
の
手
が
届
か
な
い
所
に
存
在
す
る
と
い
う
傾
向
と
一
致
し
て
い
る
。
下
級
神
は

人
間
の
世
界
に
お
り
て
、
人
間
と
の
や
り
取
り
が
行
な
わ
れ
る
な
ど
、
人
間
臭
い
、
人
間
に
親
し
い
存
在
と
し
て
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

現
象
は
日
本
の
み
な
ら
ず
、
韓
国
に
お
い
て
も
同
一
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
特
に
韓
国
の
法
者
と
も
い
え
る
男
巫
（
フ
ア
レ
ン
イ
（
花
郎
）
、
法
師
）

の
個
人
的
な
ラ
イ
フ
ス
ト
ー
リ
ー
を
含
め
て
、
実
際
、
巫
儀
の
現
場
で
の
役
割
に
つ
い
て
述
べ
、
祭
場
に
お
け
る
芸
能
は
主
に
彼
ら
に
よ
っ
て
行
な

わ
れ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

最
後
の
第
十
章
で
は
日
本
芸
能
の
原
理
と
も
言
わ
れ
る
モ
ド
キ
論
に
つ
い
て
述
べ
る
。
民
俗
芸
能
の
上
で
見
ら
れ
る
事
例
を
、
真
似
す
る
モ
ド
キ
、

ワ
キ
と
し
て
の
モ
ド
キ
、
道
化
役
と
し
て
の
モ
ド
キ
の
三
つ
に
分
類
し
、
そ
れ
ら
の
特
徴
を
検
討
す
る
。
特
に
新
野
雪
祭
り
や
、
西
浦
田
楽
な
ど
に

見
ら
れ
る
モ
ド
キ
を
舞
楽
の
番
舞
体
制
と
対
比
さ
せ
、
民
俗
芸
能
に
見
ら
れ
る
対
立
的
な
両
部
体
制
と
の
関
連
性
を
問
題
提
起
し
た
。
モ
ド
キ
は
規
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範
（
本
物
‥
シ
テ
）
の
高
貴
性
に
対
し
て
民
衆
的
な
味
方
を
披
露
す
る
役
割
を
担
っ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
祭
儀
に
お
い
て
最
も
肝
心
な
部

分
は
シ
テ
に
任
せ
て
、
そ
れ
を
批
判
し
た
り
、
新
た
に
解
説
し
た
り
す
る
ワ
キ
と
し
て
、
言
い
か
え
れ
ば
、
舞
う
者
に
対
す
る
舞
わ
せ
る
者
と
し
て

祭
儀
は
神
が
か
り
と
い
う
方
式
を
通
し
て
要
（
者
）
に
よ
る
託
宣
を
得
る
の
が
主
な
目
的
で
あ
ろ
う
。
神
が
か
り
が
行
な
わ
れ
な
く
な
る
と
祭

儀
の
仕
組
み
も
変
わ
。
、
そ
の
担
当
者
も
変
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
主
な
担
い
手
で
あ
っ
た
薯
か
ら
司
霊
者
へ
移
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
の
も
そ

の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
司
霊
者
が
祭
儀
の
主
担
い
手
に
な
っ
て
く
る
と
、
神
が
か
り
と
い
う
方
式
よ
り
は
嘉
的
な
祈
祷
の
外
に
、
悪
霊
の

強
制
的
鎮
魂
の
方
式
に
変
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
（
注
8
）
舞
う
神
こ
そ
、
芸
能
の
中
心
的
な
存
在
で
あ
り
、
舞
う
者
よ
り
は
舞
わ
せ
る
者
に
よ

っ
て
芸
能
が
進
ま
れ
て
き
た
こ
と
を
述
べ
る
。

注注
1
）

注
2
）

注
3
）

注4）
注
5
）

注
6
）

注
7
）

注
8
）

折
口
信
夫
「
要
と
要
と
」
『
折
口
信
夫
全
集
』
二
毒
頁
一
九
〇
、
神
社
に
於
い
て
主
座
の
神
が
大
神
で
あ
り
、
そ
こ
に
配
合
せ
ら
れ
て
い
る
小
さ
な
神

池
田
弥
三
郎
「
ま
っ
り
の
中
の
芸
能
」
『
民
俗
芸
能
－
伝
統
と
現
代
』
伝
統
芸
術
の
会
編
学
芸
書
林
一
九
六
九
年
頁
九
六

小
笠
原
恭
子
　
『
芸
能
の
視
座
－
エ
ロ
本
芸
能
の
発
想
』
桜
楓
社
　
完
八
四
年
　
貢
三

野
村
伸
一
「
は
じ
め
の
悪
戯
」
『
仮
面
と
芸
の
研
竿
日
本
と
韓
国
』
鈴
歪
崇
・
野
村
伸
一
編
第
＝
苛
房
一
九
九
九
年
、
柳
田
国
男
『
是
の
祭
』

弘
文
堂
書
房
一
九
四
二
年

柳
田
国
男
『
日
本
の
祭
』
　
弘
文
堂
書
房
一
九
四
二
年

山
路
興
造
の
解
説
　
五
来
重
『
芸
能
の
起
源
』
角
川
書
店
　
完
九
五
年
　
貢
一
八
七

『
三
国
志
』
「
魂
志
東
夷
伝
」
以
股
正
月
祭
天
国
中
大
曾
連
日
飲
食
歌
舞
名
目
迎
鼓
於
是
時
断
刑
獄
解
囚
徒

岩
田
勝
『
神
楽
源
流
考
』
名
著
出
版
一
九
八
三
年
、
『
神
楽
新
考
』
名
著
出
版
　
元
九
二
年
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