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~
民
俗
芸
能
の
現
状

星
野
き
ょ
う
は
お
忙
し
い
と
こ
ろ
を
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。

民
俗
芸
能
は
、
親
か
ら
子
へ
と
地
域
の
人
々
に
よ

っ
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
で
す
が
、
近
年
は
社
会

状
況
の
変
化
に
よ
り
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
順
調
に
引

き
継
が
れ
て
い
な
い
場
合
が
多
い
よ
う
で
す
。

そ
の
よ
う
な
中
で
、
例
え
ば
学
校
の
課
外
活
動
な

い
う
中
で
見
出
さ
れ
る
の
が
樽
み
こ
し
の
よ
う
な
祭

り
で
あ
り
、
芸
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
ん

で
す
。逆

に
言
え
ば
、
そ
う
い
う
民
俗
芸
能
は
伝
統
的
な

社
会
に
は
大
体
備
わ
っ
て
い
る
ん
で
す
。
空
気
み
た

い
な
も
の
で
、
な
く
な
っ
た
ら
気
が
つ
く
け
れ
ど
も
、

そ
れ
が
果
た
し
て
い
る
大
事
な
機
能
を
見
失
っ
て
い

る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
民
俗
芸
能
が
今
の
我
々
の
地
域

の
暮
ら
し
に
ど
の
よ
う
に
有
効
に
機
能
す
る
の
か
と

い
う
こ
と
を
も
う
一
度
見
直
し
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ

う
か
と
思
い
ま
す
。

懸
田
今
、
植
木
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
は
全

国
共
通
の
問
題
で
、
こ
れ
は
地
方
で
も
同
じ
な
ん
で

す
。
具
体
的
な
例
を
お
話
し
し
ま
す
と
、
芸
能
な
り

祭
り
な
り
の
担
い
手
は
青
年
団
だ
っ
た
ん
で
す
が
、

青
年
の
絶
対
数
が
少
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

〈
地
方
に
行
き
ま
し
て
も
、
小
・
中
学
生
は
い
る
ん
で

牙
す
が
、
青
年
・
中
年
が
い
な
く
て
、
六

0
歳
以
上
と

ォ
い
う
こ
と
で
、
一
番
肝
心
な
と
こ
ろ
の
年
齢
の
方
が

を能
抜
け
て
い
る
ん
で
す
。

姜
さ
ら
に
、
仮
に
青
年
の
方
が
多
少
い
ら
っ
し
ゃ
っ

も
、
趣
味
の
会
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
例
え
ば

俗
J
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会
を
や
る
と
い
う
と
パ
ッ
と
集
ま

民
：
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
村
の
将
来
に
つ
い
て
ど
う
す

る
か
な
ん
て
い
う
討
論
会
で
す
と
、
わ
ず
か
数
人
と

／
 

集特
い
う
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。

れ
か
ら
、
こ
れ
は
全
体
的
な
若
者
の
傾
向
だ
と

~
思
£
ん
で
す
が
、
練
習
等
で
苦
労
す
る
こ
と
を
嫌
が

座言炎~舌さ

民俗芸能を未米へ
―子どもたちの伝承活動を中心に一

出席者

ど
で
積
極
的
に
民
俗
芸
能
を
取
り
上
げ
、
活
発
な
伝

承
活
動
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ

ら
の
例
を
具
体
的
に
広
く
紹
介
し
、
継
承
の
問
題
に

悩
ん
で
お
ら
れ
る
各
地
域
へ
の
―
つ
の
指
針
と
し
た

い
、
ひ
い
て
は
無
形
民
俗
文
化
財
の
保
存
・
伝
承
の

一
助
に
し
た
い
と
い
う
趣
旨
で
、
き
ょ
う
の
座
談
会

を
開
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ま
ず
最
初
に
、
・
民
俗
芸
能
が
お
か
れ
て
い
る
現
状

に
つ
い
て
、
お
考
え
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

植
木
現
代
と
い
う
時
代
は
、
「
ふ
る
さ
と
喪
失
の
時

代
」
と
言
え
る
と
思
う
ん
で
す
。
一
口
に
言
え
ば
、

都
市
化
が
全
国
的
に
進
ん
で
、
伝
統
的
な
地
域
の
暮

ら
し
と
い
う
も
の
が
根
底
か
ら
崩
れ
て
い
る
と
い
う

る
ん
で
す
。
見
た
瞬
間
、
携
わ
っ
た
瞬
間
に
お
も
し

ろ
け
れ
ば
や
る
。
し
か
し
、
じ
っ
く
り
繰
り
返
し
練

習
を
重
ね
て
、
最
後
に
大
き
な
喜
び
を
得
る
と
い
う

こ
と
を
避
け
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
辺
を
現
状

と
し
て
ま
ず
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か

と
思
う
ん
で
す
。

須
藤
私
は
東
京
に
住
ん
で
い
て
、
地
方
に
出
か
け

て
い
き
ま
す
。
数
多
く
は
回
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
、
舞

踊
性
が
強
い
と
か
、
自
分
が
魅
か
れ
た
と
こ
ろ
へ
は

何
十
年
も
通
い
続
け
ま
す
。
そ
の
中
で
、
初
め
て
行

っ
た
と
き
に
生
ま
れ
た
子
ど
も
が
今
は
立
派
に
成
長

し
て
、
芯
に
な
っ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
や
は
り
地

域
で
育
つ
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
う
い
う

時
代
だ
か
ら
と
か
、
民
俗
芸
能
は
時
代
の
中
で
変
化

す
る
も
の
だ
と
か
い
っ
て
、
そ
の
根
っ
こ
の
と
こ
ろ

を
忘
れ
て
や
っ
て
い
っ
た
も
の
は
、
必
ず
飽
き
が
く

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

~
学
校
で
の
民
俗
芸
能
教
育

星
野
文
部
省
で
今
年
度
か
ら
伝
統
文
化
教
育
と
い

う
こ
と
を
始
め
、
そ
の
推
進
地
域
を
二

0
か
所
指
定

し
ま
し
た
。
こ
う
い
う
事
業
を
始
め
る
に
至
っ
た
考

え
方
の
―
つ
に
は
、
体
験
学
習
の
推
進
と
い
う
こ
と

が
あ
る
よ
う
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
子
ど
も
た
ち
に
伝

承
さ
せ
る
こ
と
の
意
義
と
か
問
題
点
に
つ
い
て
ご
意

見
を
う
か
が
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

須
藤
子
ど
も
た
ち
に
伝
承
し
て
も
ら
う
意
義
と
い

う
の
は
、
子
ど
も
た
ち
の
体
が
ま
だ
自
然
体
の
と
き

植木行宜

懸田弘訓

須藤武子

立命館大学講師

福島県立博物館学芸課長

日本民俗舞踊研究会代表

星野
文化庁伝統文化課
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こ
と
で
す
。
結
局
、
民
俗
芸
能
が
当
面
し
て
い
る
一

番
大
き
な
問
題
は
、
す
べ
て
そ
こ
に
発
し
て
い
る
と

思
う
ん
で
す
。

で
は
、
ど
う
や
っ
た
ら
「
ふ
る
さ
と
喪
失
」
の
現

象
を
乗
り
越
え
ら
れ
る
の
か
。
地
域
社
会
と
そ
こ
に

住
む
人
間
と
の
間
、
特
に
子
ど
も
た
ち
と
の
間
に
ど

う
や
っ
て
接
点
を
見
つ
け
て
い
く
か
を
、
も
う
一
度

我
々
は
考
え
直
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

地
域
社
会
と
の
接
点
を
見
つ
け
て
い
ぐ
と
き
に
、

そ
こ
で
重
要
な
機
能
を
持
っ
て
い
る
の
が
民
俗
文
化

で
あ
り
、
民
俗
芸
能
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
。

私
は
自
分
の
子
ど
も
を
新
興
の
団
地
で
育
て
ま
し

た
。
中
学
校
を
卒
業
す
る
ぐ
ら
い
ま
で
そ
こ
で
暮
ら

し
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
地
域
社
会
と
の
接
点
は
何

に
も
な
い
ん
で
す
。

子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
住
み
よ
い
地
域
社
会
に
幾

ら
か
で
も
し
た
い
と
、
例
え
ば
樽
み
こ
し
を
こ
し
ら

え
て
お
祭
り
を
す
る
と
か
、
あ
る
い
は
地
蔵
盆
ま
が

い
の
こ
と
を
や
り
ま
し
て
、
子
ど
も
た
ち
に
共
通
の

遊

び

の

場

を

提

供

し

ま

し

た

。

．

京
都
の
壬
生
寺
で
お
地
蔵
さ
ん
の
レ
ン
タ
ル
を
や

っ
て
い
る
ん
で
す
。
も
ち
ろ
ん
無
料
で
す
。
だ
れ
が

借
り
に
く
る
か
と
い
う
と
、
地
域
社
会
と
し
て
の
地

域
性
を
ま
だ
十
分
に
持
ち
得
な
い
、
新
興
の
住
宅
地

が
申
し
込
ん
で
く
る
と
い
う
ん
で
す
。
単
に
そ
こ
で

暮
ら
す
だ
け
で
は
な
く
、
子
ど
も
た
ち
が
生
き
生
き

と
で
き
る
よ
う
な
地
域
社
会
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と

を
、
皆
さ
ん
漠
然
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
う

に
、
大
事
な
こ
と
、
例
え
ば
自
然
観
と
か
信
仰
と
か

を
受
け
止
め
て
も
ら
う
。
そ
う
い
う
こ
と
を
ど
ち
ら

か
と
い
う
と
阻
害
す
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
今
ま
で
は

あ
り
ま
し
た
。
で
も
、
そ
の
こ
と
と
無
関
係
で
は
、

や
は
り
人
間
は
バ
ラ
ン
ス
を
失
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
。

そ
れ
が
芸
能
の
身
体
表
現
の
中
に
は
っ
き
り
出
る
ん

で
す

C

こ
れ
は
初
め
私
は
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
け

れ
ど
も
、
何
十
年
比
較
を
し
て
い
ま
す
と
、
単
に
運

動
を
し
て
い
る
と
い
う
の
と
、
深
い
意
識
を
植
え
込

ま
れ
た
上
で
し
た
身
の
こ
な
し
は
全
然
違
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
自
然
体
で
あ
る
子
ど
も
の
う
ち
に
や
っ

て
い
く
こ
と
が
大
事
な
ん
で
す
。

植
木
も
っ
と
も
っ
と
体
そ
の
も
の
で
自
然
に
受
け

止
め
て
い
く
よ
う
な
も
の
が
、
民
俗
芸
能
の
中
に
は

あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

懸
田
歌
う
、
舞
う
、
踊
る
は
本
来
は
一
緒
の
も
の

で
す
ね
。
そ
れ
を
小
学
校
の
低
学
年
か
ら
分
け
て
学

習
し
て
い
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
お
も
し
ろ
く
な
い
。

植
木
学
校
教
育
の
中
で
、
人
間
教
育
と
い
う
こ
と

を
盛
ん
に
言
い
出
し
ま
し
た
。
民
俗
芸
能
の
活
用
も
、

そ
の
よ
う
な
文
脈
の
中
で
恐
ら
く
言
わ
れ
始
め
て
き

て
い
る
と
思
う
ん
で
す
。
全
人
的
な
教
育
の
―
つ
の

手
法
と
し
て
、
民
俗
芸
能
に
新
た
な
可
能
性
を
求
め

よ
う
と
し
て
い
る
ん
だ
ろ
う
と
感
じ
ま
す
。

た
だ
、
そ
の
場
合
に
、
ど
う
し
て
も
知
識
と
し
て

教
え
込
む
と
い
う
体
制
が
優
先
し
過
ぎ
ま
す
ね
。

ど
こ
で
何
を
や
る
に
し
て
も
、
基
本
に
な
る
の
は
、

芸
能
す
る
喜
び
だ
と
思
う
ん
で
す
。
何
か
し
な
け
れ
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~特集／民俗芸継を未来へ
ゃ
ダ
メ
で
す
ね
。

植
木
そ
う
な
ん
で
す
。

須
藤
伝
承
と
い
う
の
は
、
親
か
ら
子
へ
と
言
い
ま

す
け
れ
ど
、
い
い
伝
承
の
関
係
は
、
祖
父
か
ら
孫
ヘ

で
す
ね
。
親
は
子
に
厳
し
い
で
す
よ
ね
。
責
任
が
あ

り
ま
す
か
ら
余
裕
が
な
い
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
孫

に
な
る
と
だ
い
ぶ
違
う
よ
う
で
す
ね
。

懸
田
福
島
県
で
も
う
ま
く
い
っ
て
る
と
こ
ろ
は
、

そ
う
で
す
ね
。

須
藤
そ
う
で
し
ょ
う
。
子
ど
も
た
ち
は
難
し
い
も

の
で
も
本
当
に
や
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
。
た
だ
、
ま

だ
短
い
時
間
し
か
生
き
て
ま
せ
ん
か
ら
、
社
会
と
の

つ
な
が
り
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
何
か
は
体
の
中
で
感
じ
取

り
ま
す
。
そ
れ
が
第
一
歩
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

子
ど
も
は
自
然
体
で
す
か
ら
、
だ
れ
が
教
え
る
か
に

よ
っ
て
違
う
ん
で
す
。
教
え
る
ぞ
と
い
う
と
き
に
、

ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
、
た
だ
し
ん
ど
い
、
し
ん

ど
い
と
い
う
や
り
方
で
は
ダ
メ
だ
と
思
う
ん
で
す
：

演
じ
る
楽
し
さ
と
い
い
ま
す
か
、
何
か
の
役
を
果
た

す
高
揚
感
と
か
充
実
感
が
、
民
俗
芸
能
に
は
あ
り
ま

す
。
そ
う
い
う
喜
び
を
ど
う
い
う
形
で
再
生
産
す
る

の
か
、
こ
れ
が
一
っ
大
き
な
問
題
に
な
り
ま
す
ね
。

懸
田
義
務
感
だ
け
で
は
芸
能
は
継
承
で
き
な
い
で

す
よ
ね
。
こ
れ
は
絶
対
で
き
ま
せ
ん
。

福
島
県
の
南
会
津
と
い
う
山
間
地
区
に
早
乙
女
踊

り
が
集
落
ご
と
と
い
っ
て
も
い
い
ほ
ど
た
く
さ
ん
あ

る
ん
で
す
。
小
正
月
に
、
大
人
と
子
ど
も
が
一
緒
に

な
っ
て
、
歌
を
歌
い
な
が
ら
一
軒
一
軒
舞
い
込
む
ん

で
す
。
そ
の
と
き
の
子
ど
も
た
ち
の
顔
は
実
に
生
き

生
き
し
て
い
ま
す
。
「
お
れ
た
ち
が
主
役
だ
」
と
い
う

感
じ
が
す
る
ん
で
す
。

．
も
う
―
つ
は
、
こ
れ
も
福
島
県
の
例
で
す
が
、
ニ

本
松
の
郊
外
の
石
井
地
区
に
七
福
神
と
田
植
踊
り
と

い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
や
は
り
も
と
も
と
は

青
年
団
が
や
っ
て
い
た

ち
ん
で
す
が
、
後
継
者
難

たも
で
、
子
ど
も
た
ち
に
教

ど子る
え
た
ら
ど
う
だ
と
い
う

踊を
意
見
が
出
た
ん
で
す
。

□
そ
の
と
き
、
こ
ん
な
難

ニ
し
い
の
を
子
ど
も
が
で

本（
 

り
き
る
は
ず
が
な
い
と
い

踊田
ぅ
一
部
の
大
人
の
意
見

植

も
あ
っ
た
ん
で
す
が
、

始
ま
り
ま
し
た
ら
、
大
人
が
二

0
日
ぐ
ら
い
か
か
る

こ
と
を
一
週
間
で
覚
え
ち
ゃ
っ
た
と
い
う
ん
で
す
。

覚
え
方
が
実
に
早
い
。
驚
き
ま
し
て
ね
。
ま
ず
大
人

の
考
え
方
を
変
え
る
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
と
も
う
一
っ
、
須
藤
さ
ん
の
お
話
に
も
あ
り

ま
し
た
よ
う
に
、
確
か
に
芸
能
と
い
う
の
は
本
質
が

大
切
な
ん
で
す
が
、
大
人
も
そ
れ
は
わ
か
ら
な
い
の

で
す
。
何
の
た
め
に
こ
の
芸
能
を
や
っ
て
い
る
か
。

そ
う
い
う
勉
強
も
必
要
だ
と
思
う
の
で
す
。

そ
れ
に
つ
け
て
も
、
か
つ
て
と
比
べ
て
信
仰
が
薄

れ
て
き
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
ん
で
す
。
昔
は
こ
の

芸
能
を
奉
納
し
な
か
っ
た
ら
、
絶
対
豊
作
に
な
ら
な

い
ん
だ
と
、
ひ
た
す
ら
信
じ
て
ま
し
た
か
ら
、
ど
ん

な
苦
労
が
あ
っ
た
っ
て
そ
れ
を
奉
納
し
た
わ
け
で
す
。

信
仰
と
い
う
基
盤
に
か
わ
る
何
か
別
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
現
状
も
確
か
な
ん
で
す
。

例
え
ば
神
楽
で
す
。
特
に
出
雲
系
の
神
楽
は
神
話

に
も
と
づ
い
て
い
ま
す
が
、
今
の
若
い
方
は
神
話
は

ほ
と
ん
ど
知
り
ま
せ
ん
の
で
、
何
を
や
っ
て
い
る
か

わ
か
ら
な
い
。
こ
れ
ほ
ど
退
屈
な
こ
と
は
な
い
ん
で

す
。
で
す
か
ら
、
お
客
さ
ん
が
一
人
も
い
な
い
と
こ

ろ
で
神
楽
を
奉
納
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
幾
ら
で
も
あ

る
ん
で
す
。
あ
れ
で
は
や
っ
て
い
る
ほ
う
だ
っ
て
や

り
切
れ
な
く
な
り
ま
す
よ
ね
。

そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
子
ど
も
と
い
う

の
は
非
常
に
い
い
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す
。

子
ど
も
が
一
人
出
て
き
ま
す
と
、
両
親
が
だ
い
た

い
見
に
来
る
ん
で
す
。
き
ょ
う
だ
い
、
お
じ
さ
ん
、

や
っ
ぱ
り
信
頼
で
き
る
相
手
じ
ゃ
な
い
と
。
お
じ
い

さ
ん
と
孫
と
い
う
の
は
な
ぜ
か
そ
の
関
係
が
合
う
。

―
つ
の
事
例
と
し
て
、
岩
手
県
盛
岡
市
近
郊
の
黒

川
さ
ん
さ
踊
り
を
と
り
あ
げ
て
み
ま
す
と
、
は
じ
め

て
行
っ
た
と
き
に
は
「
祭
り
は
ど
こ
で
や
る
ん
で
す

か
」
と
き
い
て
も
、
「
昔
は
や
っ
た
け
ど
、
今
は
や
ら

な
い
」
と
い
う
状
態
だ
っ
た
。
盛
岡
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ

ン
に
な
り
始
め
て
い
て
、
か
つ
て
の
地
域
社
会
の
行

事
が
だ
ん
だ
ん
手
薄
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

で
も
、
古
老
は
も
と
に
戻
し
た
か
っ
た
。
私
も
二

三
年
間
と
い
う
長
い
お
つ
き
合
い
を
し
な
が
ら
協
力

し
た
ん
で
す
。
現
在
は
、
子
ど
も
さ
ん
た
ち
も
、
お

母
さ
ん
た
ち
も
み
ん
な
入
っ
て
、
四

0
人
近
い
輪
で

う
ぶ
す
な

地
元
だ
け
で
や
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
し
、
産
土

神
社
に
ち
ゃ
ん
と
奉
納
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
持

っ
て
い
っ
た
ん
で
す
。
最
初
に
行
っ
た
こ
ろ
に
生
ま

れ
た
人
が
、
今
、
太
鼓
打
ち
を
つ
と
め
、
当
時
若
者

だ
っ
た
人
た
ち
が
、
今
と
な
っ
て
は
指
導
的
立
場
に

な
っ
て
い
ま
す
。
伝
承
活
動
が
う
ま
く
い
く
よ
う
に

な
っ
た
ん
で
す
。

懸
田
子
ど
も
た
ち
へ
の
伝
承
の
欠
点
は
、
形
だ
け

の
伝
承
に
終
わ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
長
い
年
月
磨
き
上
げ
た
微
妙
な
わ
ざ
、

味
わ
い
は
ど
う
し
て
も
子
ど
も
に
は
出
せ
ま
せ
ん
ね

b

そ
の
点
を
ど
う
す
る
か
が
大
き
な
問
題
で
す
。

~
形
の
伝
承

星
野
須
藤
さ
ん
、
形
だ
け
の
伝
承
と
い
う
の
は
ご

意
見
が
あ
る
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
が
。

須
藤
形
と
い
う
の
は
、
何
を
指
し
て
形
と
言
う
の

で
し
ょ
う
か
。
目
に
見
え
る
も
の
だ
け
を
形
と
言
う

の
か
。
し
か
し
、
見
え
な
い
も
の
が
形
を
生
ん
で
い

る
ん
で
、
ど
っ
ち
も
無
視
で
き
な
い
わ
け
で
す
。
そ

れ
か
ら
、
採
り
物
や
装
束
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
を
持

ち
、
身
に
つ
け
、
か
ぶ
る
こ
と
は
、
動
き
の
質
に
密

接
に
関
係
し
ま
す
か
ら
、
と
て
も
大
事
で
す
。
時
代

が
変
化
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
か
つ
て
あ
っ
た

も
の
を
変
え
て
い
こ
う
と
い
う
風
潮
が
あ
り
ま
す
が
、

で
き
る
だ
け
変
え
ず
に
子
ど
も
に
体
験
さ
せ
る
。
そ

う
す
る
と
、
調
和
を
取
っ
て
き
ま
す
。

私
も
い
ろ
ん
な
例
を
見
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す

け
ど
、
な
ん
で
こ
ん
な
に
小
さ
い
子
が
お
じ
い
さ
ん

の
よ
う
な
身
の
こ
な
し
が
で
き
る
ん
だ
ろ
う
、
農
作

業
を
し
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
と
、
本
当
に
打
ち
の

館林神社に奉納される黒川さんさ踊り

お
ば
さ
ん
が
来
ま
す
。
そ
う
い
う
観
客
の
動
員
と
い

う
と
こ
ろ
で
も
、
子
ど
も
の
伝
承
と
い
う
の
は
非
常

に
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。

そ
し
て
、
生
涯
の
中
で
い
ち
ば
ん
記
憶
力
が
い
い
。

植
木
滋
賀
県
長
浜
の
曳
山
狂
言
で
す
が
、
指
導
者

と
か
親
が
楽
し
ん
で
ま
す
よ
。
子
ど
も
よ
り
も
前
に

親
が
楽
し
ん
で
ま
す
（
笑
）
。
そ
れ
は
も
の
す
ご
く
大

事
な
ん
で
す
ね
。
子
ど
も
も
最
初
は
全
員
が
全
員
と

も
喜
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
で
す
。
で
も
、
一
か

月
か
か
っ
て
練
習
す
る
う
ち
に
、
周
り
の
熱
気
に
巻

き
込
ま
れ
て
い
く
と
い
い
ま
す
か
、
こ
れ
ま
で
経
験

し
な
い
非
日
常
の
楽
し
み
、
つ
ま
り
芸
能
す
る
楽
し

み
を
発
見
し
て
い
く
よ
う
で
す
。
本
番
に
立
つ
と
き

に
は
立
派
な
も
の
で
す
ね
。
そ
れ
は
周
辺
が
そ
う
い

う
雰
囲
気
を
つ
く
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

懸
田
途
中
は
苦
し
く
て
も
、
最
後
は
楽
し
く
な
き
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め
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
。

植
木
恐
ら
く
そ
う
い
う
動
き
の
中
に
も
必
然
的
な

何
か
が
あ
る
わ
け
で
す
よ
ね
、
歴
史
的
な
知
恵
が
い

っ
ぱ
い
詰
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
や
っ
て

み
な
け
れ
ば
出
て
こ
な
い
。
今
は
自
覚
さ
れ
な
く
て

も
、
ど
こ
か
の
時
点
で
改
め
て
認
識
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。

須
藤
た
だ
、
そ
の
後
な
ん
で
す
。
小
学
校
の
こ
ろ

は
い
い
ん
で
す
。
中
学
生
に
な
っ
て
、
高
校
に
な
っ

て
と
い
う
時
間
の
中
で
、
そ
の
子
た
ち
が
変
化
し
て

い
く
わ
け
で
す
。

~
都
市
化
と
後
継
者
難

植
木
例
え
ば
京
都
の
祇
園
祭
り
の
祇
園
囃
子
で
す
。

今
、
入
り
た
い
と
い
う
希
望
者
は
非
常
に
多
く
て
、

断
る
の
が
大
変
な
ぐ
ら
い
で
す
。
し
か
し
、
問
題
な

の
は
、
小
学
生
の
希
望
者
は
た
く
さ
ん
い
て
も
、
受

§

験

、

就

職

で

、

ポ

ロ

｀

ん

費

ポ

ロ

こ

ぽ

れ

て

い

く

ヽ

＼

文

ん

で

す

。

こ

れ

か

ら

£
 

籾
＇
印
紅
戦
力
だ
と
い
う
時
に

グ

7"
音

に

忌
観
方
い
な
く
な
る
。

そ
れ
は
都
市
化
が

．r
．
南
笛ぎェロ

園

j

沈
祇
灌
き
な
問
題
な
ん
で
す
。

懸
田
先
生
が
か
か
わ

形
を
ち
ゃ
ん
と
つ
く
っ
て
い
く
ん
で
す
。

綾
子
舞
の
場
合
は
、
本
当
に
山
奥
の
地
域
で
す
か

ら
徹
底
的
に
で
き
る
。
む
し
ろ
学
校
で
、
生
徒
に
綾

子
舞
を
や
ら
せ
た
と
い
う
よ
り
も
、
伝
承
の
場
、
保

存
会
そ
の
も
の
は
学
校
が
な
か
っ
た
ら
や
っ
て
い
け

な
い
状
態
だ
っ
た
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
月
に
一
回

か
二
回
は
教
室
を
全
部
開
放
し
て
、
保
存
会
の
方
が

み
え
て
先
生
方
も
校
長
先
生
も
皆
、
綾
子
舞
を
習
う

ん
で
す
。

z

そ
う
い
う
形
で
ず
う
っ
と
き
た
ん
で
す
が
、

学
校
が
な
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
ん
で
す
。
過
疎
で
す
。

将
来
へ
有
効
な
方
法

星
野
何
か
模
範
的
な
事
例
と
か
、
こ
う
い
う
方
法

で
の
伝
承
が
、
将
来
の
民
俗
芸
能
に
と
っ
て
有
効
で

あ
る
と
か
、
そ
の
辺
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

〈
懸
田
福
島
県
伊
達
町
の
小
学
校
で
、
地
元
の
一
人

牙
立
ち
の
獅
子
舞
を
学
校
の
部
活
動
で
や
っ
た
ん
で
す
。

ォ
最
初
は
、
獅
子
舞
で
す
か
ら
、
男
の
子
だ
け
や
っ
た

を能
ん
で
す
。
そ
れ
が
盛
ん
に
な
っ
て
、
学
習
発
表
会
や

彗
何
か
で
演
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
。
そ
う
し
た

女
の
子
た
ち
も
や
り
た
い
と
言
い
出
し
た
わ
け
で

俗
／
。
本
来
、
信
仰
的
な
も
の
で
す
か
ら
、
男
の
子
が

良
か
ぶ
っ
た
獅
子
頭
を
女
の
子
に
か
ぶ
せ
る
の
は
ど
う

／
か
と
い
う
意
見
が
出
た
の
で
、
新
た
に
も
う
一
組
つ

集寺

v
つ
て
、
女
の
子
と
男
の
子
で
競
演
を
し
て
い
る
ん

す
。
芸
能
継
承
の
土
壌
を
つ
く
る
と
い
う
意
味
で

~
〖
、
良
い
例
か
と
思
う
ん
で
す
。

．
一
方
で
、
今
、
学
校
は
統
合
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、

な
ん
で
自
分
た
ち
の
集
落
の
も
の
を
教
え
な
い
で
、

よ
そ
の
集
落
の
も
の
を
教
え
る
ん
だ
と
い
う
苦
情
が

出
て
き
ち
ゃ
う
ん
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
の
は
、

学
校
五
日
制
と
の
か
か
わ
り
で
、
確
か
に
休
み
が
ふ

え
た
の
は
い
い
こ
と
な
ん
で
す
が
、
そ
の
た
め
に
授

業
の
時
間
数
を
減
ら
せ
ま
せ
ん
か
ら
、
学
習
発
表
会
、

運
動
会
を
、
年
一
回
じ
ゃ
な
く
一
年
お
き
に
や
ろ
う

と
い
う
話
さ
え
出
て
き
て
い
る
ん
で
す
。
さ
ら
に
困

っ
た
こ
と
に
は
、
踊
り
と
か
長
時
間
の
練
習
を
必
要

な
も
の
は
ど
ん
ど
ん
カ
ッ
ト
さ
れ
て
、
そ
う
い
う
チ

ャ
ン
ス
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

や
は
り
こ
れ
も
福
島
県
の
例
で
す
が
、
三
島
町
と

い
う
山
間
の
町
の
年
中
行
事
で
、
鳥
追
い
と
虫
追
い

と
い
う
の
が
あ
る
ん
で
す
。
こ
れ
は
中
学
生
た
ち
が

中
心
に
な
っ
て
、
小
学
生
た
ち
を
指
揮
し
て
、
全
部

伊達町の獅子舞

ら
れ
て
い
る
地
域
は
た
い
へ
ん
な
ん
じ
ゃ
な
い
で
す

か
。
祇
園
祭
り
は
都
市
部
で
す
か
ら
ま
だ
い
い
で
す

が
、
京
都
で
も
郡
部
へ
行
き
ま
す
と
た
い
へ
ん
で
す
。

星
野
保
存
会
な
ど
一
部
の
人
だ
け
で
は
な
か
な
か

解
決
で
き
な
い
問
題
が
背
景
に
沢
山
あ
り
ま
す
ね
。

植
木
六
斎
念
仏
の
場
合
で
も
そ
う
な
ん
で
す
。
結

構
た
く
さ
ん
集
ま
る
け
れ
ど
も
、
一
番
大
事
な
、
若

い
衆
に
入
る
こ
ろ
か
ら
、
つ
ま
り
中
学
二
年
生
ぐ
ら

い
か
ら
、
高
校
進
学
に
備
え
て
、
親
の
ほ
う
か
ら
も

プ
レ
ー
キ
が
か
か
っ
て
く
る
。
そ
れ
を
乗
り
越
え
て

や
っ
と
身
に
つ
け
た
と
し
て
も
、
就
職
す
れ
ば
、
そ

の
地
域
に
住
む
比
率
は
非
常
に
下
が
っ
て
い
ま
す
の

で
ね
。
中
堅
ク
ラ
ス
の
、
こ
れ
か
ら
と
い
う
人
た
ち

が
全
く
い
な
く
な
る
。

懸
田
そ
れ
が
現
実
で
す
ね
。
く
し
の
歯
が
折
れ
る

よ
う
に
ボ
ロ
ボ
ロ
抜
け
て
い
っ
ち
ゃ
う
ん
で
す
。

星野主任文化財調査官

子
ど
も
た
ち
が
責
任
を
持
っ
て
や
る
ん
で
す
。
だ
か

ら
、
学
校
の
中
で
で
き
な
い
場
合
に
は
外
に
出
て
、

広
い
意
味
で
の
部
活
動
と
い
う
形
の
継
承
が
理
想
な

の
か
な
と
い
う
気
が
し
て
き
た
ん
で
す
。

須
藤
盛
岡
市
に
乙
部
中
学
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り

ま
す
。
統
合
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
い
ろ
ん
な
地
域

の
子
ど
も
が
集
ま
っ
て
い
て
、
そ
の
地
域
そ
れ
ぞ
れ

に
芸
能
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
学
校
で
年
に
一
回
、
校

庭
で
芸
能
発
表
会
を
や
る
ん
で
す
。
そ
れ
を
指
導
す

る
の
は
地
域
の
芸
能
伝
承
者
で
す
。
生
徒
は
大
体
、

自
分
の
地
域
の
も
の
を
選
ぶ
よ
う
で
す
。

こ
の
発
表
会
は
十
数
年
続
い
て
い
る
ん
で
す
が
、

三
年
生
に
な
る
と
、
か
ぶ
り
物
と
か
を
手
作
り
し
て

次
の
人
た
ち
の
た
め
に
残
す
。
み
ん
な
で
作
っ
て
い

く
う
ち
に
学
校
に
残
る
。
―
つ
の
伝
統
で
す
ね
。

星
野
創
作
太
鼓
が
最
近
盛
ん
に
な
っ
て
い
ま
す
が
。

懸
田
創
作
と
い
う
の
は
そ
う
簡
単
に
根
づ
く
も
の

で
は
な
い
で
す
よ
ね
。

六斎念仏＜嵯峨野六斎）

「四つ太鼓」の相打ち

星
野
須
藤
さ
ん
、
例
え
ば
新
潟
県
柏
崎
市
の
女
谷

あ
や
．
こ
ま
い

で
は
、
学
校
教
育
の
中
に
綾
子
舞
を
取
り
込
も
う
と
、

以
前
か
ら
熱
心
に
や
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
ね
。
た

だ
し
、
成
長
す
る
と
村
を
離
れ
て
違
う
土
地
に
行
っ

て
し
ま
う
。
そ
う
す
る
と
、
学
校
で
や
っ
て
い
た
こ

と
が
生
か
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
な
ん

で
す
が
、
そ
の
点
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

須
藤
綾
子
舞
は
、
子
ど
も
に
と
っ
て
と
て
も
難
し

い
芸
能
な
ん
で
す
が
、
や
は
り
．
一

0
代
後
半
ぐ
ら
い

ま
で
に
一
度
体
に
入
れ
た
も
の
は
消
え
な
い
ん
で
す
。

今
、
後
継
者
養
成
を
指
導
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
頃

習
っ
だ
人
た
ち
で
す
。
本
当
に
い
い
身
の
こ
な
し
を

し
て
ま
す
。
子
育
て
中
だ
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
伝
承

が
難
し
く
な
っ
て
、
昔
や
っ
た
ん
だ
か
ら
指
導
に
来

て
く
れ
と
頼
ま
れ
て
。
そ
の
人
が
動
き
ま
す
と
、
そ

の
時
代
に
帰
る
ん
で
す
。
子
ど
も
た
ち
が
そ
の
人
に

つ
い
て
い
き
ま
す
と
、
形
を
覚
え
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
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植
木
民
俗
芸
能
と
い
う
の
は
基
本
的
に
あ
る
地
域

に
一
っ
な
ん
て
い
う
こ
と
は
ま
ず
な
い
ん
で
、
か
な

り
面
と
し
て
の
広
が
り
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
中

か
ら
何
を
モ
デ
ル
に
す
る
の
か
。
例
え
ば
私
は
前
に

北
上
に
芸
能
祭
り
を
見
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す

が
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

お
い
し
そ
う
な
と
こ
ろ
だ
け
を
取
っ
て
、
結
局
、

（
最
大
公
約
数
み
た
い
な
芸
能
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に

牙
も
思
い
ま
す
。
伝
統
文
化
を
ど
う
切
り
取
り
、
ど
の

ォ
よ
う
な
内
容
に
す
る
の
か
と
い
う
一
番
大
事
な
と
こ

を
継
ろ
で
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
す
ご
い
間
違
い
を
起
こ
し

芸
か
ね
な
い
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

俗

須

藤

そ

う

で

す

ね

。

1

植
木
学
校
で
や
る
場
合
に
は
何
を
取
り
上
げ
る
の

民
か
き
っ
ち
り
と
や
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
研
究
者
が

口
を
出
し
て
、
参
画
し
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
と

／
 

集特
思
い
ま
す
。

懸
田
学
校
で
や
っ
た
も
の
が
地
元
に
影
響
を
及
ぼ

~
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
ね
。
芸
能
を
、
文
化
財
と

文
化
財
と
し
て
の
伝
承

創
作
太
鼓
が
は
や
っ
た
の
で
、
太
鼓
を
一
台
か
ら
四

台
に
増
や
し
で
、
太
鼓
を
基
準
に
し
た
ん
で
す
。
そ

こ
に
ズ
レ
が
生
じ
た
ん
で
す
。
こ
の
ズ
レ
は
端
で
見

て
い
て
も
わ
か
り
ま
す
し
、
自
分
た
ち
で
も
き
っ
と

わ
か
っ
て
る
と
思
う
ん
で
す
。
今
の
と
こ
ろ
は
勢
い

が
あ
り
ま
す
か
ら
そ
れ
で
や
っ
て
ま
す
け
ど
、
こ
れ

は
流
れ
を
切
っ
て
る
な
と
い
う
気
が
し
ま
す
ね
。

須
藤
み
ん
な
飢
え
て
る
ん
で
す
。
求
め
て
る
ん
で

す
。
「
何
か
な
い
か
、
何
か
な
い
か
」
と
体
が
要
求
し

て
る
ん
で
す
ね
。
手
っ
取
り
早
い
の
は
太
鼓
な
ん
で

す
。
あ
ら
ん
限
り
を
極
限
に
吐
き
出
し
た
こ
と
の
喜

び
。
再
生
を
し
て
い
く
と
い
う
知
恵
じ
ゃ
な
く
て
、

一
時
的
に
で
も
い
い
か
ら
全
部
吐
き
出
そ
う
。
そ
れ

で
も
み
ん
な
が
や
り
た
が
る
ん
で
す
。

そ
う
な
っ
て
く
る
と
、
ほ
か
の
人
と
違
う
も
の
を

生
み
出
そ
う
と
思
っ
て
、
実
際
に
生
み
出
し
た
と
思

っ
て
る
ん
で
す
が
、
結
局
、
み
ん
な
同
じ
で
す
。
こ

の
現
象
は
ど
う
し
た
ら
い
い
で
し
ょ
う
ね
。
私
な
ん

か
寝
込
ん
じ
ゃ
う
ん
で
す
（
笑
）
。

懸
田
奇
を
て
ら
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
あ
り
と

わ
か
る
ん
で
す
。

植
木
し
か
し
、
そ
れ
が
民
俗
と
し
て
行
わ
れ
て
き

た
太
鼓
の
芸
能
に
影
響
を
与
え
て
い
る
の
も
事
実
で

す
ね
。

懸
田
芸
能
は
生
き
物
で
す
か
ら
ね
。

植
木
あ
ん
ま
り
厳
密
に
考
え
な
く
て
も
い
い
の
か

も
し
れ
な
い
と
時
々
思
う
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
が
ね
。

非
常
に
無
責
任
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
残
る
も
の
は

残
る
だ
ろ
う
と
。

~
伝
承
さ
れ
て
い
く
芸
能
と
は

星
野
古
い
も
の
を
守
る
だ
け
で
は
ダ
メ
で
、
現
代

に
マ
ッ
チ
し
た
も
の
に
し
て
い
く
べ
き
だ
と
い
う
言

い
方
を
よ
く
聞
き
ま
す
よ
ね
。

懸
田
こ
れ
は
私
の
地
元
の
祭
囃
子
の
例
な
ん
で
す

け
ど
、
地
元
の
若
者
た
ち
は
こ
の
た
め
に
生
き
て
る

よ
う
に
熱
心
な
お
祭
り
な
ん
で
す
。

お
年
寄
り
が
そ
ば
で
、
嫌
な
顔
を
し
て
聞
い
て
る

ん
で
す
。
最
後
に
「
今
の
若
い
者
は
で
た
ら
め
ば
っ

か
し
や
っ
て
る
」
と
怒
っ
て
帰
っ
て
い
く
ん
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
青
年
に
と
っ
て
み
れ
ば
命
を
か
け
て
練

習
し
て
る
も
の
で
す
か
ら
、
で
た
ら
め
ど
こ
ろ
じ
ゃ

な
い
ん
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
お
年
寄
り
が

昔
や
っ
て
た
こ
と
と
比
べ
る
と
、
か
な
り
変
わ
っ
て

る
ん
で
す
。
そ
の
変
化
を
お
年
寄
り
は
で
た
ら
め
と

い
う
ふ
う
に
表
現
す
る
わ
け
で
す
。
ま
さ
に
芸
能
と

い
う
の
は
生
き
物
だ
と
感
じ
る
ん
で
す
。

そ
の
中
で
、
新
た
に
加
わ
っ
た
町
内
で
、
何
と
三

拍
子
の
曲
を
つ
く
っ
た
ん
で
す
（
笑
）
。
そ
う
し
ま
し

た
ら
、
「
や
っ
ぱ
り
ど
っ
か
不
自
然
だ
。
お
か
し
い
」

「
ど
こ
が
悪
い
と
い
う
の
は
わ
か
ん
な
い
け
ど
も
、
何

し
て
の
保
存
と
、
学
校
で
の
伝
承
と
き
っ
ち
り
分
け

て
考
え
な
い
と
、
大
き
な
過
ち
を
起
こ
し
ま
す
ね
。

植
木
こ
の
あ
た
り
は
冷
静
に
分
け
て
考
え
て
い
く

、
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
結
び
つ

け
て
考
え
る
と
、
ど
う
し
て
も
無
理
が
起
こ
る
。

以
前
か
ら
、
本
当
に
舞
踊
の
所
作
、
芸
態
の
伝
承

だ
け
に
絞
っ
て
い
け
ば
、
例
え
ば
国
立
民
俗
舞
踊
団

の
よ
う
な
形
で
の
プ
ロ
に
よ
る
伝
承
と
い
う
形
で
の

保
存
を
考
え
る
べ
き
時
代
に
来
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、

と

い

わ

れ

て

い

ま

す

よ

ね

。

し

民
俗
芸
能
は
生
き
て
ま
す
か
ら
、
自
発
的
内
在
的

な
変
化
は
や
む
を
得
な
い
側
面
で
す
が
、
そ
れ
は
文

化
財
の
観
点
か
ら
困
る
わ
け
で
す
か
ら
、
で
は
、
文

化
財
と
し
て
ど
う
い
う
手
だ
て
が
必
要
な
の
か
。
プ

ロ
に
よ
る
芸
態
保
存
み
た
い
な
も
の
を
考
え
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

須
藤
さ
ん
は
ど
う
思
わ
れ
ま
す
か
。

須
藤
私
は
専
門
舞
踊
家
と
民
俗
芸
能
は
根
本
が
違

う
と
思
い
ま
す
ね
。
国
立
舞
踊
団
を
も
し
つ
く
る
な

ら
ば
、
こ
れ
は
相
当
問
題
に
な
り
ま
す
ね
。
そ
う
い

う
舞
踊
団
と
な
り
ま
す
と
、
舞
台
関
係
の
人
た
ち
が
．

入
っ
て
き
ま
す
。
舞
台
と
い
う
制
約
さ
れ
た
と
こ
ろ

で
、
し
か
も
国
外
か
ら
の
お
客
様
に
見
せ
る
。

植
木
つ
ま
り
、
鑑
賞
芸
能
化
と
い
う
流
れ
は
避
け

ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

須
藤
え
え
。

植
木
我
々
は
ど
う
し
て
も
文
化
財
と
し
て
の
保
存

と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
な
か
な
か
そ
こ
か
ら

と
な
く
お
か
し
い
」
と
い
う
意
見
が
出
ま
し
て
ね
。

や
は
り
二
拍
子
で
な
き
ゃ
ダ
メ
な
ん
だ
と
い
う
こ
と

で
改
め
ま
し
た
。

新
し
い
音
楽
は
、
義
理
で
継
承
す
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
ら
、
心
に
響
く
も
の
は
継
承
さ
れ
る
し
、

不
自
然
な
も
の
は
ど
ん
ど
ん
忘
れ
ま
す
か
ら
、
そ
う

心
配
な
い
と
い
う
気
が
す
る
ん
で
す
。

須
藤
私
も
賛
成
で
す
。

星
野
須
藤
さ
ん
は
も
と
も
と
創
作
舞
踊
の
方
で
す

か
ら
、
い
ろ
い
ろ
体
験
が
お
あ
り
で
し
ょ
う
ね
。

須
藤
創
作
は
自
分
の
意
欲
で
す
か
ら
、
そ
の
時
は

い
い
ん
で
す
け
ど
、
普
逼
性
が
な
い
ん
で
す
。
と
こ

ろ
が
、
民
俗
芸
能
は
な
ぜ
こ
れ
だ
け
の
長
い
時
間
を

次
か
ら
次
へ
と
体
で
受
け
て
こ
れ
た
の
か
と
い
う
こ

と
で
す
。
芸
能
す
る
喜
び
が
あ
る
。
喜
ぶ
だ
け
の
も

の
が
あ
る
ん
で
す
。
そ
れ
は
一
口
で
は
言
え
な
い
、

音
楽
と
か
、
身
の
こ
な
し
と
か
、
地
域
の
人
た
ち
と

の
関
係
、
い
ろ
ん
な
要
因
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。

例
え
ば
あ
る
芸
能
は
本
当
は
笛
が
基
準
で
し
た
が
、

自
由
に
な
れ
な
い
。
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
は
分
け
て

考
え
る
必
要
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
に
き
っ
ち
り
と
伝
統
の
世
界
を
体
得

し
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
は
あ
る
程
度
可
能
で
す
が
へ

そ
れ
は
そ
の
ま
ま
地
域
の
伝
承
に
は
つ
な
が
っ
て
い

か
な
い
。
つ
ま
り
、
文
化
財
の
保
存
・
伝
承
と
い
う

形
で
は
つ
な
が
っ
て
い
か
な
い
。
こ
れ
は
や
っ
ぱ
り

認
め
ざ
る
を
得
な
い
面
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
し

か
し
、
体
得
さ
れ
た
記
憶
は
、
別
の
と
こ
ろ
で
必
ず

花
開
く
は
ず
だ
と
僕
は
考
え
た
い
ん
で
す
。

住
む
場
所
は
違
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う

流
動
性
は
今
後
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
く
る
。
し
か
し
、

子
ど
も
時
代
に
そ
う
い
う
も
の
を
体
得
し
た
人
が
全

国
に
散
る
こ
と
で
、
新
し
い
地
域
社
会
の
中
に
そ
う

い
う
土
壌
が
根
づ
い
て
い
く
こ
と
は
あ
り
得
る
と
思

う
ん
で
す
。
そ
れ
は
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
も
の
す
ご
く

大
事
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

新
し
い
地
域
を
つ
く
る
た
め
に
、
自
分
た
ち
が
育
っ

た
こ
ろ
の
記
憶
を
改
め
て
認
識
し
直
す
と
か
、
自
分

た
ち
の
子
育
て
の
場
に
そ
う
い
う
も
の
を
生
か
し
て

い
く
と
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い
な
と
。

懸
田
同
感
で
す
ね
0

.

植
木
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
結
局
、

民
俗
芸
能
は
基
本
的
に
は
地
域
の
文
化
財
で
す
。
こ

の
原
点
は
絶
対
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

須
藤
再
認
識
す
る
時
期
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ね
。

星
野
ど
う
も
長
時
間
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

祭り囃子の小太鼓は子どもが打つ

（二本松市）
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表紙解説 史跡中城城跡と民俗芸能組踊「護佐丸」
なかぐ9:

中城城は、沖縄本島中部東洒岸の中城湮にそった標高160m余の高台上に築ガ

れだ山城である。

築城年は不咀であるガ、中山の尚巴志による三山（三山とは、 14~15世紀初期

に沖縄本島で隋立していた山北・中山・山南をいう。）統一に大きな貢献をしだ護

佐丸によって15世紀前半に整備されだという。護佐丸は、首崖王府攻略をねらう

脆遣城主阿麻和利を牽制するだめ中城城に封ぜられだガ、阿麻和利によって1458

年に滅ぼされだ。同年、阿麻和利も首里王府によって滅1まされた。護佐丸没後は、

中城城は一時期琉球国王子の居城となつだ。その後は、閻切番所（地方政庁）、村

役場、小学校として戦前まで利用されだ。戦後は、公園として一時期利用された。

城郭は、六つの郭力らなる逓郭式である。特に一の郭・ニの郭・三の郭と俗称

される郭の石積みは、その平面形状が曲線を描き、隅角ガ丸くなっており、さら

に石造アーチ門も設けられていて堅牢優美である。 1853年に来流したペリー艦隊

カら派遣されだ探検隊もその石積技術に高い評価を与えている。

築城技法や構造にあいて完成度ガ高く、まだ城壁等の損壊も比較的少なく城の

1日態をよく残してあり、昭和47年5月15巳に国の史跡に指定されだ。

令年度力ら文化庁補助による保存修理事業を実施してあり、遺構調査に基づい

て石垣等の復原整備を行っていく予定である。

中城城跡の整備事業羞手等を祝して、 9月30日、 10月1巳に「第 1回中城城ま
くみU99

つりJが開催され、中城城跡の所在する中城村・北中城村に伝わる組踊「護佐丸」

やその他の民俗芸能が演じられだ。

（沖縄県教育庁文化課史跡整備係我那覇念）

｀文化庁月報 11月号（通巻326号）

平成 7 年11月 25日印刷•発行

編集ー文化庁

編集後記

そろそろ秋も終わりをむかえ、少しずつ冬の訪れの足音を遠くに

感じ始める時期となってまいりました。

さて、今月の特集は「民俗芸能の伝承Jでした。日本全国には、

その地域独自の民俗芸能があり、我々も何気なくテレビ等で目にす

ることがよくあります。その際、特にスポット・ライトを浴びるの

は子ども達の姿です。まだまだ幼い子どもが大人の中に交じって一

人前に演じている姿に思わずニッコリさせられたり、子どもにしか

ないそのパワーと感性にハッとさせられたりします。民俗芸能は形

のないものであるため、‘人から人へ”とその技能を伝えていかなけ

ればならないものでありますから、まさに、子どもの動き一つ一つ

が、その民俗芸能の未来を形づくっているといえます。

私自身、中学時代、クラプ活動の一環として、地元の伝統文化・

歴史を調査したことがあります。高齢者の方しか知らない、地域の

伝統文化というものは思ったよりたくさんあるものですが、核家族

化の進むなかで、そのようなものに触れる機会がほとんどないこと

を非常に残念に思ったことを覚えています。今回の特集の事例を是

非参考にして、子どもを中心とした民俗芸能の保存・伝承に、積極

的に取り組んでいただきたいと思います。 （八）
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