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〔
書
評
〕

橋
本
裕
之
著

『
舞
台
の
上
の
文
化
～
ま
つ
り
・
民
俗
芸
能
・
博
物
館
～
』

菅
根
幸
裕

　

ま
つ
り
と
聞
い
て
何
を
想
起
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
豪
壮
な
御
輿
の
渡
御

で
あ
っ
た
り
、
繊
細
な
音
色
で
人
々
を
魅
了
す
る
神
楽
で
あ
っ
た
り
、
人

そ
れ
ぞ
れ
で
多
様
で
あ
る
と
考
え
る
。
本
書
は
こ
う
し
た
ま
つ
り
お
よ
び

民
俗
芸
能
に
つ
い
て
、
芸
能
研
究
者
で
あ
る
著
者
が
、
現
代
社
会
の
中
で

の
問
題
点
に
つ
い
て
指
摘
し
、
併
せ
て
筆
者
の
博
物
館
勤
務
経
験
か
ら
展

示
と
観
覧
者
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
一
〇
本
の
論
文
と
三
本
の

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
は
三
部
に

よ
っ
て
編
成
さ
れ
て
い
る
。
第
一
部
「
ま
つ
り
」
で
は
、
見
る
側
と
見
ら

れ
る
側
に
よ
る
ま
つ
り
の
相
違
と
、
ま
つ
り
が
現
代
社
会
の
変
容
に
対
応

し
て
き
た
方
法
を
分
析
し
て
い
る
。
第
二
部
「
民
俗
芸
能
」
で
は
、
伝
統

芸
能
と
し
て
の
ま
つ
り
と
、
観
光
行
政
の
一
助
と
し
て
の
ま
つ
り
と
の
相

関
に
つ
い
て
実
例
も
と
に
紹
介
し
て
い
る
。
第
三
部
「
博
物
館
」
で
は
、

展
示
を
ま
つ
り
の
舞
台
に
、
観
覧
者
を
ま
つ
り
の
見
学
者
に
あ
て
は
め
、

博
物
館
展
示
の
活
性
化
の
た
め
に
は
、
ま
つ
り
の
動
的
構
造
を
取
り
入
れ

る
べ
き
だ
と
す
る
主
張
を
提
唱
し
て
い
る
。
第
四
部
「
対
話
編
」
は
、
第

一
部
・
第
二
部
の
内
容
に
つ
い
て
の
対
談
集
お
よ
び
講
演
記
録
を
要
約
し
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た
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
対
象
を
現
代
と
い
う
横
断
的
な
時
空
間
の
中

で
分
析
し
た
、
斬
新
な
論
考
集
で
あ
る
。

第
一
部
「
ま
つ
り
」

　

第
一
部
は
、
ま
つ
り
に
つ
い
て
、
そ
の
多
様
な
側
面
を
、
見
る
・
見
ら

れ
る
と
い
う
視
点
で
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
、
柳
田
圀
男
が
、

日
本
の
ま
つ
り
の
最
も
重
要
な
変
わ
り
目
と
し
て
、
ま
つ
り
に
対
す
る
単

な
る
観
客
の
発
生
、
す
な
わ
ち
信
仰
を
共
に
し
な
い
人
々
に
よ
り
ま
つ
り

が
祭
礼
化
さ
れ
た
と
い
う
提
言
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
、
そ
の
提
言
を
受

け
、
著
者
は
、
柳
田
の
こ
の
提
言
外
に
あ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
「
和
太

鼓
」
や
「
ヨ
サ
コ
イ
」
と
い
っ
た
観
客
の
存
在
を
前
提
と
す
る
新
し
い
ま

つ
り
の
分
析
が
必
要
性
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
現
在
の
ま
つ
り
は
、

文
化
財
で
あ
る
と
同
時
に
観
光
資
源
の
意
味
合
い
を
持
つ
こ
と
は
ま
ち
が

い
な
い
。
前
者
に
対
応
す
る
法
律
は
も
ち
ろ
ん
文
化
財
保
護
法
で
あ
る

が
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
平
成
四
年
に
制
定
さ
れ
た
「
地
域
伝
統
芸
能
を

活
用
し
た
行
事
の
実
施
に
よ
る
観
光
及
び
特
定
地
域
商
工
業
の
振
興
に
関

す
る
法
律
」
い
わ
ゆ
る
「
お
ま
つ
り
法
」
が
対
応
し
て
い
る
と
し
て
い

る
。
こ
の
「
お
ま
つ
り
法
」
に
と
も
な
い
、
地
域
伝
統
芸
能
活
用
セ
ン

タ
ー
は
、
地
域
の
伝
統
お
よ
び
地
域
の
商
工
業
に
貢
献
し
た
と
認
め
ら
れ

る
個
人
お
よ
び
団
体
を
表
彰
す
る
「
地
域
伝
統
芸
能
大
賞
」
を
設
け
る
に

至
っ
た
。
こ
れ
は
、
文
化
財
保
護
法
に
よ
る
無
形
民
俗
文
化
財
以
外
に
も

ま
つ
り
を
権
威
づ
け
る
称
号
が
誕
生
し
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
、
現

在
の
ま
つ
り
の
在
り
方
に
大
き
な
意
識
転
換
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
し
て

い
る
。
第
１
章
の
「
旅
人
は
ま
つ
り
を
め
ざ
す
」
で
は
、
山
形
県
米
沢
市

の
上
杉
ま
つ
り
を
題
材
に
、
ま
つ
り
が
、
ア
ニ
メ
の
聖
地
巡
礼
の
対
象
と

し
て
変
化
し
た
プ
ロ
セ
ス
を
紹
介
し
、
新
し
い
ま
つ
り
が
、
文
化
財
と
観

光
資
源
と
い
う
と
二
つ
の
社
会
的
文
脈
の
併
存
・
複
合
し
な
が
ら
創
出
さ

れ
て
い
く
と
し
て
い
る
。
第
二
章
「
明
日
が
あ
る
さ
」
で
は
、
三
重
県
の

大
四
日
市
ま
つ
り
を
紹
介
し
な
が
ら
、
ま
つ
り
の
中
で
変
化
す
る
も
の
・

変
化
し
な
い
も
の
を
分
析
し
て
い
る
。
そ
し
て
伝
統
的
な
ま
つ
り
が
、
そ

れ
を
継
続
す
る
こ
と
の
難
し
さ
か
ら
脱
却
す
る
た
め
に
は
、
文
化
財
一
辺

倒
の
思
考
を
あ
ら
た
め
、
た
と
え
ば
「
お
ど
り
フ
ェ
ス
タ
」
の
よ
う
な
あ

た
ら
し
い
要
素
を
外
的
に
取
り
入
れ
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
協
調

し
て
い
る
。「
お
ど
り
フ
ェ
ス
タ
」
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
市
民
に

と
っ
て
の
「
ふ
る
さ
と
」
を
意
識
さ
せ
る
契
機
に
な
る
の
で
あ
る
。
第
３

章
「『
大
田
楽
』
が
は
じ
ま
り
だ
っ
た
」、
第
４
章
「
芸
能
考
証
の
現
在
～

Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
ド
ラ
マ
『
義
経
』
を
め
ぐ
っ
て
」
で
は
、
芸
能
考
証
の
意
義

を
、
自
ら
行
っ
た
大
田
楽
興
行
を
例
に
示
し
て
い
る
。
著
者
は
、
か
つ
て

中
世
人
を
熱
狂
さ
せ
た
田
楽
の
呪
術
的
空
間
を
現
代
に
再
生
さ
せ
よ
う
と
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す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
た
ち
あ
げ
、
民
俗
芸
能
と
し
て
遺
っ
て
い
る
事
例

や
個
性
的
な
演
技
を
記
録
し
た
史
料
を
検
討
し
た
上
で
役
者
の
身
体
に
ぶ

つ
け
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
と
し
て
上
演
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ

は
、
古
い
歴
史
を
持
つ
ま
つ
り
が
、
単
に
古
型
の
復
活
を
意
図
す
る
の
で

は
な
く
、
ま
つ
り
の
持
つ
精
神
史
的
な
景
観
を
再
生
す
る
こ
と
目
的
と

し
、
こ
う
し
た
作
業
こ
そ
、
ま
つ
り
に
お
け
る
芸
能
考
証
の
方
法
論
的
な

基
礎
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
著
者
の
言
う
と
お
り
、
限

界
村
落
に
お
け
る
ま
つ
り
の
継
続
に
は
、
外
的
刺
激
が
有
効
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
ま
つ
り
は
、
儀
礼
や
芸
能
が
行
わ
れ
る
「
当
日
」
の
み
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
長
い
準
備
を
経
て
開
催
さ
れ
る
の
で
あ
る

こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
房
総
半
島
山
間
部
の
多
く
の

秋
祭
り
で
い
え
ば
、
ま
ず
夏
と
秋
口
に
あ
る
「
宮
薙
ぎ
」
が
あ
り
、
そ
れ

は
氏
子
で
あ
る
な
ら
ば
休
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
道
普
請
の
時
の
よ
う
に

い
わ
ゆ
る
「
出
不
足
金
」
に
よ
る
欠
席
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う

し
た
共
同
体
意
識
の
確
認
が
ま
つ
り
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
宮
薙
ぎ
」
と
、
日
常
の
「
テ
ー
コ
ナ
ラ
イ
」
と
よ
ば
れ
る
月
例
の

太
鼓
の
練
習
及
び
前
日
の
神
事
に
よ
り
、
ま
つ
り
は
初
め
て
成
立
す
る
の

で
あ
り
、
著
者
の
よ
う
に
、
芸
能
の
部
分
の
み
に
外
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を

加
え
る
こ
と
で
、
ま
つ
り
が
復
活
再
生
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ

る
。
ま
つ
り
の
断
絶
は
、
村
落
共
同
体
の
総
合
的
な
崩
壊
が
背
景
に
あ
る

こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
点
一
考
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

第
二
部
　
民
俗
芸
能

　

第
二
部
「
民
俗
芸
能
」
で
は
、
観
光
と
民
俗
芸
能
の
関
係
に
つ
い
て
、

行
政
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
観
光
の
大
衆
化
に

対
応
し
て
民
俗
芸
能
の
形
態
は
大
き
く
変
化
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ

の
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
研
究
さ
れ
る
こ
と
は
殆
ど
無
か
っ
た
と
い
え

る
。
民
俗
芸
能
は
、
観
光
を
介
し
て
多
く
の
観
客
を
生
み
出
し
て
い
っ
た

も
の
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
近
代
以
降
の
鉄
道
の
発
達
・
旅
行
雑
誌

の
み
な
ら
ず
、
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
い
っ
た
メ
デ
ィ
ア

が
発
達
し
た
結
果
と
し
て
、
人
々
は
各
地
に
埋
も
れ
て
い
た
民
俗
芸
能
を

発
見
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
第
五
章
「
保
存
と
観
光
の
は
ざ
ま
で
～
民

俗
芸
能
の
現
在
～
」
は
、
こ
う
し
た
民
俗
芸
能
が
、
観
光
化
を
介
し
て
生

成
し
た
文
化
、
す
な
わ
ち
「
観
光
文
化
」
に
な
っ
た
こ
と
で
活
性
化
し
た

過
程
を
紹
介
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
広
島
県
の
「
壬
生
の
花
田
植
」
は
、

保
存
と
観
光
と
い
う
二
つ
の
コ
ン
セ
プ
ト
に
対
し
、
こ
れ
ら
を
使
い
分
け

る
戦
略
を
編
み
出
し
て
存
続
し
て
き
た
。
変
わ
ら
な
い
も
の
に
、
あ
え
て

変
わ
る
も
の
を
付
加
し
、
民
俗
芸
能
を
守
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第

六
章
「
民
俗
芸
能
の
再
創
造
と
再
想
像
～
民
俗
芸
能
に
係
わ
る
行
政
の
多
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様
化
を
通
し
て
」
で
は
、
民
俗
芸
能
を
対
象
と
す
る
行
政
の
あ
り
か
た
に

つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
あ
く
ま
で
民
俗
芸

能
の
保
存
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
論
拠
は
文
化
財
保
護
法
一
辺

倒
で
あ
っ
た
。
著
者
の
い
う
よ
う
に
、
現
代
の
民
俗
芸
能
は
、
い
わ
ゆ
る

「
お
ま
つ
り
法
」
に
よ
り
観
光
資
源
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
と
と
も
に
、

そ
の
形
態
を
再
構
成
さ
ら
に
は
再
想
像
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
民
俗
芸

能
に
は
属
性
と
し
て
「
変
化
」
が
常
在
し
て
い
る
こ
と
を
再
確
認
し
た
も

の
で
あ
る
。
第
七
章
「
民
俗
行
政
と
民
俗
研
究
」
で
は
、
文
化
財
行
政
と

民
俗
学
と
い
う
側
面
か
ら
民
俗
芸
能
を
分
析
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
民

俗
芸
能
の
保
護
を
文
化
財
行
政
に
限
定
す
る
こ
れ
ま
で
の
観
念
を
批
判

し
、
民
俗
学
者
の
方
か
ら
、
文
化
と
政
治
を
め
ぐ
る
広
汎
な
ア
リ
ー
ナ
の

中
で
、
自
己
の
研
究
が
ど
の
よ
う
な
セ
ク
タ
ー
と
連
結
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
か
を
考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
と
し
て
い
る
。

第
三
部
　
博
物
館

　

こ
の
章
は
、
第
一
部
・
第
二
部
と
は
別
稿
と
い
う
べ
き
内
容
で
あ
る
。

著
者
が
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
に
勤
務
し
た
時
期
に
、
博
物
館
運
営
と
展

示
に
つ
い
て
、
民
俗
芸
能
に
お
け
る
演
者
と
観
客
と
い
う
構
造
を
充
当
し

て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
八
章
「
過
去
を
知
る
方
法
～
イ
ン
デ
ィ
ア

ナ
ポ
リ
ス
子
ど
も
博
物
館
の
歴
史
展
示
～
」
で
は
、
同
博
物
館
の
展
示
か

ら
、
博
物
館
は
、
歴
史
を
「
見
せ
る
」
の
で
は
な
く
歴
史
を
「
理
解
さ
せ

る
」
こ
と
に
力
点
が
置
か
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
提
唱
が
な
さ
れ
て
い
る
。

第
九
章
「
複
数
の
日
本
を
展
示
す
る
～
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
と
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
～
」
で
は
、
同
館
の
展
示
が
、
幾
多
の
紆
余
曲

折
し
な
が
ら
、
現
代
的
な
感
覚
と
民
衆
生
活
史
に
焦
点
を
あ
て
て
日
本
史

を
概
説
す
る
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
が
と
ら
れ
た
こ
と
、
そ
の
結
果
権
力
者

や
英
雄
が
原
則
と
し
て
登
場
せ
ず
、
あ
く
ま
で
も
民
衆
の
生
活
を
民
衆
の

視
点
か
ら
理
解
す
る
と
い
う
姿
勢
を
持
っ
た
こ
と
が
概
説
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
著
者
は
、
歴
史
像
は
個
々
が
え
が
く
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
博
物

館
は
た
だ
、
観
覧
者
が
自
分
の
歴
史
像
を
描
く
た
め
の
産
婆
役
で
あ
り
、

こ
の
産
婆
と
し
て
の
展
示
こ
そ
意
味
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
著

者
の
提
唱
す
る
、「
考
え
さ
せ
る
展
示
」
の
必
要
性
は
私
も
賛
意
を
表
し

た
い
。
た
だ
、
あ
く
ま
で
モ
ノ
を
目
的
と
す
る
来
館
者
に
対
し
、
モ
ノ
で

は
な
く
、
モ
ノ
か
ら
考
え
さ
せ
る
方
法
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、

著
者
は
第
十
章
「
物
質
文
化
の
劇
場
～
博
物
館
に
お
け
る
イ
ン
タ
ラ
ク

テ
ィ
ブ
・
ミ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
～
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
の
べ
て

い
る
、
博
物
館
の
展
示
と
観
客
は
、
ま
さ
し
く
民
俗
芸
能
に
お
け
る
演
者

と
観
客
で
あ
り
、
博
物
館
は
物
質
（
モ
ノ
）
を
介
し
た
劇
場
で
あ
る
と
い

え
る
。
そ
し
て
、
フ
ー
バ
ー
・
グ
リ
ー
ン
ヒ
ル
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
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記
号
論
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
博
物
館
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
取
り
方
は
、
専
ら
展
示
担
当
者
に
よ
る
一
方
向
的
な
も
の
で
あ

り
、
さ
ら
に
は
展
示
担
当
者
の
意
図
と
来
館
者
の
理
解
と
合
わ
な
い
こ
と

が
多
く
み
ら
れ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
著
者
は
、
自
ら
の
展
示
の

経
験
か
ら
、
著
者
の
意
図
は
来
館
者
に
殆
ど
伝
わ
ら
な
か
っ
た
が
、
来
館

者
が
展
示
を
通
じ
て
、
様
々
な
個
人
的
な
問
題
を
想
起
さ
せ
た
こ
と
に
意

味
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
展
示
も
演
劇
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で

あ
り
、
展
示
担
当
者
も
演
技
者
も
、
そ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
自
分
に

と
っ
て
い
か
に
満
足
し
た
も
の
か
を
大
事
に
す
る
の
に
対
し
て
、
博
物
館

の
来
館
者
も
演
劇
の
観
客
も
、
展
示
者
の
意
図
や
演
技
も
完
成
度
に
は
関

心
が
な
く
、
個
々
の
世
界
で
自
分
な
り
に
理
解
す
る
、
い
わ
ゆ
る
イ
ン
タ

ラ
ク
テ
ィ
ブ
・
ミ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
し
て
い
る
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
だ
が
、
博
物
館
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
構
造
は
決
し
て
は
失

敗
で
は
な
く
、
展
示
担
当
者
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
触
発
さ
れ
て
、
来
館
者
が

多
く
の
思
考
を
め
ぐ
ら
せ
、
自
己
に
対
す
る
問
い
か
け
を
行
う
機
会
と

な
っ
た
こ
と
に
意
義
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
実
際
、
展
示
と
演
劇
に
は
共

通
性
が
あ
り
、
そ
う
し
た
意
味
で
、
博
物
館
と
舞
台
に
は
共
通
す
る
要
素

が
多
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
よ
っ
て
演
劇
が
持
つ
動
的
活
力
を
展
示
が

取
り
入
れ
て
い
く
こ
と
で
、
博
物
館
が
よ
り
活
性
化
す
る
と
い
う
の
は
、

理
論
的
に
は
面
白
い
。
た
だ
し
、
静
的
な
モ
ノ
を
介
在
と
す
る
博
物
館

と
、
自
ら
が
動
的
に
演
じ
て
み
せ
る
舞
台
と
の
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
差

違
が
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
さ
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
そ
こ
で
博
物
館
の

発
す
る
情
報
が
問
題
と
な
る
。
一
九
八
八
年
に
初
代
国
立
民
族
学
博
物
館

長
梅
棹
忠
夫
が
、
そ
の
著
『
文
明
の
情
報
学
』
の
中
で
「
博
情
館
」
を
提

唱
し
て
か
ら
久
し
い
。
す
な
わ
ち
博
物
館
の
本
質
は
モ
ノ
で
は
な
く
も
の

が
発
信
す
る
情
報
に
あ
る
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
三
部
も
こ
う
し
た

「
博
情
館
」
に
導
か
れ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
「
博
情

館
」
論
が
そ
の
後
引
き
継
が
れ
な
く
な
っ
た
背
景
に
は
、
博
物
館
を
静
的

に
考
え
る
主
張
が
や
は
り
主
流
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
ろ

う
。

全
体
へ
の
講
評

　

確
か
に
ま
つ
り
に
は
、「
神
事
」「
芸
能
」
の
他
に
「
娯
楽
」
の
要
素
が

含
ま
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
今
ま
で
の
民
俗
学
の
ま
つ
り
研
究
で
は
、

「
娯
楽
」
の
部
分
に
つ
い
て
は
対
象
と
し
て
来
な
か
っ
た
。「
娯
楽
」
は
、

芸
能
の
副
産
物
と
み
な
さ
れ
、
も
っ
ぱ
ら
「
信
仰
」
と
結
び
つ
い
た
芸
能

の
研
究
に
力
が
注
が
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
芸
能
の
む
こ
う

に
あ
る
「
信
仰
」
を
取
り
上
げ
て
き
た
の
で
あ
り
、「
娯
楽
」
と
し
て
の

側
面
は
等
閑
視
さ
れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
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ば
、
民
俗
学
は
芸
能
に
つ
い
て
、「
信
仰
」「
非
日
常
」「
古
型
」
と
い
っ

た
過
去
の
事
柄
の
探
求
に
専
念
し
て
き
た
の
で
あ
り
、「
日
常
」「
娯
楽

性
」
と
い
っ
た
現
在
あ
る
も
の
を
対
象
と
し
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

本
書
で
は
、
そ
う
し
た
現
状
を
踏
ま
え
て
お
り
、
民
俗
芸
能
＝
信
仰
の
残

存
と
い
う
考
え
方
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
主
張
は
傾
聴
に
値

し
よ
う
。
多
く
の
ま
つ
り
を
具
体
的
に
例
示
し
な
が
ら
、
現
在
そ
う
し
た

ま
つ
り
が
継
続
さ
れ
て
い
る
の
は
、
実
は
文
化
財
と
し
て
の
伝
統
の
み
な

ら
ず
、「
見
せ
る
・
見
ら
れ
る
」
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
に
根
ざ
し
た
、
観

光
資
源
と
し
て
変
化
し
な
が
ら
続
け
ら
れ
た
結
果
で
あ
る
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
文
体
と
し
て
本
書
を
批
判
を
す
る
な
ら
ば
、
ま
ず
「
旅
人
は
ま
つ

り
を
め
ざ
す
」「
明
日
が
あ
る
さ
」
な
ど
、
軽
い
タ
ッ
チ
で
各
章
毎
の
タ

イ
ト
ル
を
設
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
タ
イ
ト
ル
と
各
章
の
内
容
が
か
み
合

わ
な
い
。
論
文
を
ま
と
め
た
著
書
で
あ
る
た
め
、
文
章
の
重
複
を
や
む
を

得
な
い
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
全
体
を
通
じ
て
そ
れ
が
目
立
っ
た
。
さ
ら

な
る
推
敲
が
必
要
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
内
容
と
し
て
評
価
す
べ
き
点

は
、
現
代
の
ま
つ
り
に
は
、
文
化
財
保
護
法
と
「
お
ま
つ
り
法
」
の
併

存
、
す
な
わ
ち
、
継
続
す
る
も
の
と
創
出
さ
れ
て
い
く
も
の
が
二
重
構
造

で
包
含
さ
れ
て
い
る
現
実
を
す
る
ど
く
見
抜
き
、
今
後
の
ま
つ
り
の
あ
り

方
に
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
い
る
。
第
四
部
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
講
演
録

も
、
本
書
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
に
な
っ
て
お
り
理
解
を
深
め
る
一
助
と
な

る
。
著
者
が
本
書
で
伝
え
た
か
っ
た
こ
と
は
、
第
一
二
章
の
「
今
、
民
俗

芸
能
さ
ら
に
は
地
域
文
化
と
い
う
も
の
は
、
す
べ
か
ら
く
外
部
と
の
交
渉

を
通
じ
て
、
内
部
の
人
々
が
新
し
い
解
釈
、
意
味
づ
け
を
し
な
お
す
必
要

が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」（
二
八
三
頁
）
の
一
節
に
集
約
さ
れ

て
い
る
。
芸
能
研
究
を
軸
と
す
る
第
一
部
・
第
二
部
に
あ
え
て
第
三
部
と

し
て
博
物
館
を
付
加
し
た
の
は
、
博
物
館
の
展
示
も
「
舞
台
」
と
し
て
と

ら
え
た
結
果
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
博
物
館
の
展

示
と
観
覧
者
を
舞
台
と
観
客
の
構
造
か
ら
見
直
し
た
点
に
新
鮮
さ
が
感
じ

ら
れ
、
展
示
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
博
物
館
関
係
者
同
志
の
批
判
か
ら

は
見
え
て
こ
な
か
っ
た
新
し
い
反
省
点
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
る
。

　

本
書
は
、
ま
つ
り
を
、
現
在
的
な
視
点
、
特
に
観
光
か
ら
の
分
析
と

い
っ
た
斬
新
な
手
法
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
た
様
々
な
問
題
点
を
示
し
て
い

る
。
特
に
ま
つ
り
が
再
生
産
さ
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
は
、
こ
れ
ま
で
研
究

者
が
取
り
得
な
か
っ
た
視
座
か
ら
の
考
察
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
よ
う
。

付
言
す
れ
ば
、
ま
つ
り
を
民
俗
芸
能
の
表
象
的
な
分
析
に
加
え
、
民
俗
芸

能
が
胚
胎
す
る
村
落
共
同
体
の
構
造
に
つ
い
て
も
触
れ
れ
ば
、
さ
ら
に
内

容
の
厚
い
も
の
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

（
Ａ
５
版
、
三
〇
七
頁
、
追
手
門
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
二
月
発

行
、
定
価
二
五
〇
〇
円
＋
税
）


