
は

じ

め

に

神
楽
と
い
う
と
︑
初
め
て
愛
知
県
奥
三
河
の
花
祭
を
訪
れ
た
と
き
の
こ
と
を
思
い
出
す
︒

祭
も
た
け
な
わ
と
な
る
夜
半
に
幼
子
た
ち
に
よ
っ
て
舞
わ
れ
る
花
の
舞
の
こ
ろ
に
な
る
と
︑
舞
処
は
見
物
衆
で
埋
め
つ
く
さ
れ

る
︒
そ
の
こ
ろ
突
如
恐
ろ
し
い
形
相
の
鬼
が
舞
処
に
闖
入
す
る
︒
C
鬼
の
庭
入
り
で
あ
る
︒
人
々
は
待
ち
か
ね
て
い
た
と
ば
か
り

に
︑
声
を
か
ぎ
り
に
囃
し
立
て
る
︒
C
鬼
は
子
分
の
伴と

も

鬼お
に

を
と
も
な
っ
て
い
る
が
︑
酒
に
酔
っ
た
彼
ら
は
と
き
に
マ
サ
カ
リ
を
振
り

回
し
て
暴
れ
ま
わ
り
乱
闘
を
繰
り
広
げ
た
り
す
る
︒
危
険
極
ま
り
な
い
の
だ
が
︑
気
が
付
く
と
舞
処
に
飛
び
出
し
て
︑
村
人
た
ち
と

と
も
に
狂
喜
乱
舞
し
て
い
た
︒
神
楽
の
渦
を
巻
く
よ
う
な
荒
ぶ
る
力
は
︑
わ
れ
わ
れ
の
日
常
性
を
切
り
裂
い
て
カ
オ
ス
の
中
に
叩
き

込
み
そ
し
て
再
生
さ
せ
る
の
だ
︒

神
楽
は
よ
く
﹁
伝
統
芸
能
﹂
な
ど
と
呼
ば
れ
る
︒
し
か
し
山
間
部
な
ど
に
伝
承
さ
れ
る
古
い
神
楽
は
︑
日
本
文
化
に
つ
い
て
の
解

釈
の
ス
テ
ロ
タ
イ
プ
に
書
き
直
し
を
せ
ま
る
も
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
神
楽
に
つ
い
て
の
研
究
は
︑
昭
和
初
年
に
三
信
遠
の
神
楽
が
折
口
信
夫
や
早
川
孝
太
郎
ら
に
よ
っ
て
見
い
だ
さ
れ
た
こ

と
に
始
ま
る
︒
し
か
し
彼
ら
は
︑
神
楽
の
本
当
の
主
役
た
ち
︑
す
な
わ
ち
土ど

公く
う

神じ
ん

や
荒こ
う

神じ
ん

︑
大
将
軍
神
な
ど
︑
神
楽
祭
儀
や
祭
文
類

の
中
に
生
き
残
っ
て
い
る
中
世
的
な
神
格
に
あ
ま
り
注
意
を
は
ら
っ
て
は
い
な
か
っ
た
︒

こ
う
し
た
現
実
は
一
九
八
〇
年
代
の
﹁
中
世
ル
ネ
サ
ン
ス
﹂
と
も
い
う
べ
き
状
況
に
よ
っ
て
打
ち
破
ら
れ
る
︒
こ
れ
ま
で
荒
唐
無

稽
で
一
顧
の
価
値
も
な
い
と
み
な
さ
れ
て
い
た
︑
中
世
の
日
本
書
紀
注
釈
の
テ
キ
ス
ト
群
が
﹁
中
世
日
本
紀
﹂
と
し
て
再
定
義
さ

れ
︑
そ
の
世
界
に
照
明
が
当
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
し
て
︑
こ
う
し
た
中
世
の
神
仏
習
合
思
想
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
た
﹁
中

世
日
本
紀
﹂﹁
中
世
神
道
﹂﹁
本
地
物
語
﹂
な
ど
の
テ
キ
ス
ト
群
に
た
い
し
て
︑
中
世
的
な
世
界
観
・
宇
宙
観
を
構
想
す
る
も
の
と
し

i



て
﹁
中
世
神
話
﹂
と
い
う
新
た
な
概
念
が
提
起
さ
れ
た
︒

こ
の
時
期
の
神
楽
研
究
に
お
い
て
は
︑
岩
田
勝
︑
山
本
ひ
ろ
子
の
功
績
が
大
き
い
︒
岩
田
は
広
島
県
の
比ひ

婆ば

荒こ
う

神じ
ん

神
楽
の
中
世
神

楽
と
し
て
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
︑
ま
た
こ
の
地
の
神
楽
祭
文
を
研
究
し
て
中
世
の
神
楽
祭
儀
の
解
明
を
行
い
︑﹁
浄
土
神
楽
﹂
と

い
う
新
た
な
概
念
を
提
起
し
た
︒
山
本
は
花
祭
の
前
身
で
あ
る
大
神
楽
の
﹁
白し

ら

山や
ま

浄
土
入
り
﹂
の
中
世
的
な
宗
教
世
界
を
明
ら
か
に

し
︑
大
神
楽
・
花
祭
の
﹁
花
の
祭
文
群
﹂
の
解
明
を
行
な
っ
た
︒

そ
し
て
一
九
八
二
年
の
小
松
和
彦
の
﹃
表
霊
信
仰
論
﹄
発
表
以
降
の
高
知
県
の
い
ざ
な
ぎ
流
研
究
の
進
展
は
︑
祭
文
と
そ
の
宗
教

世
界
︑
そ
し
て
そ
れ
を
用
い
た
祈
禱
の
実
修
へ
研
究
者
の
関
心
を
高
め
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
︒

だ
が
今
日
︑
な
お
﹁
神
楽
・
祭
文
の
研
究
﹂
は
立
ち
遅
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
︒

近
代
は
﹁
始
源
﹂
を
そ
の
写
し
絵
と
し
て
の
﹁
古
代
﹂
に
求
め
︑
そ
こ
か
ら
﹁
日
本
の
伝
統
﹂
と
い
っ
た
物
語
が
造
り
出
さ
れ

た
︒
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
︑
中
世
研
究
は
近
代
の
わ
れ
わ
れ
の
価
値
体
系
を
相
対
化
し
問
い
直
す
こ
と
を
せ
ま
る
の
で
あ
る
︒
神

楽
・
祭
文
研
究
は
そ
の
最
も
重
要
な
分
野
の
一
つ
に
他
な
ら
な
い
︒

本
書
で
は
︑
こ
う
し
た
祭
文
研
究
の
道
標
と
な
る
べ
く
︑
中
世
密
教
・
陰
陽
道
の
知
見
を
ふ
ま
え
︑
各
地
の
神
楽
の
現
場
か
ら
祭

文
実
修
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
︒
幸
い
な
こ
と
に
東
ア
ジ
ア
を
ふ
く
め
て
各
地
の
神
楽
︵
祈
禱
︶
と
祭
文
に
つ
い

て
︑
ベ
テ
ラ
ン
に
若
手
研
究
者
も
加
わ
り
意
欲
的
な
研
究
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
た
︒

本
書
が
神
楽
と
祭
文
の
研
究
に
と
っ
て
の
新
た
な
議
論
の
可
能
性
を
拓
く
も
の
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
︒
各
方
面
の
建
設
的
な
批

判
を
乞
い
た
い
︒

井

上

隆

弘

二
〇
一
六
年
十
一
月
吉
日

ii
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じ
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斎
藤

英
喜

井
上

隆
弘

は

じ

め

に

近
年
は
﹁
神
楽
ブ
ー
ム
﹂
と
い
う
こ
と
で
︑
列
島
の
山
深
い
村
々
や
海
辺
の
町
で
演
じ
ら
れ
る
神
楽
に
多
く
の
観
光
客
や
ア
マ

チ
ュ
ア
カ
メ
ラ
マ
ン
た
ち
が
押
し
か
け
て
い
る
︒
そ
こ
で
は
山
村
に
生
き
る
人
び
と
の
素
朴
な
信
仰
や
︑
山
や
森
な
ど
の
自
然
に
息

づ
く
神
々
と
交
感
す
る
民
俗
芸
能
と
い
っ
た
言
説
が
︑
今
も
流
通
し
て
い
る
︒
神
楽
研
究
が
︑﹁
古
代
的
﹂﹁
民
衆
的
﹂
と
い
っ
た

キ
ー
ワ
ー
ド
で
論
じ
ら
れ
る
現
状
に
あ
る
こ
と
を
映
し
出
し
て
い
よ
う
︒

し
か
し
一
九
八
〇
年
代
以
降
に
︑
神
楽
研
究
の
な
か
で
あ
ら
た
に
注
目
さ
れ
た
の
が
︑﹁
中
世
﹂
の
神
楽
の
実
態
で
あ
る
︒
お
も

に
中
国
地
方
神
楽
を
対
象
と
し
た
岩
田
勝
や
︑
奥
三
河
の
花
祭
︑
大
神
楽
を
め
ぐ
る
山
本
ひ
ろ
子
な
ど
の
研
究
を
起
爆
剤
に
し
て
︑

こ
れ
ま
で
の
﹁
古
代
﹂
の
原
型
・
祖
形
を
求
め
る
神
楽
研
究
を
塗
り
替
え
る
︑
新
し
い
﹁
神
楽
﹂
の
中
世
的
儀
礼
世
界
の
研
究
が
わ

れ
わ
れ
の
前
に
顕
現
し
て
き
た
の
だ
︒

と
り
わ
け
︑﹁
浄
土
神
楽
﹂﹁
荒
神
神
楽
﹂
の
実
態
は
︑
従
来
の
﹁
修
験
系
神
楽
﹂
と
い
う
視
野
を
さ
ら
に
押
し
ひ
ろ
げ
︑
中
世
の

神
仏
習
合
の
信
仰
世
界
と
神
楽
と
が
ぶ
つ
か
り
合
う
︑
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
儀
礼
現
場
へ
と
導
い
て
く
れ
︑
荒
神
︑
土ど

公く
う

神じ
ん

︑
牛ご

頭ず

天て
ん
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王の
う

︑
八
王
子
︑
呪
詛
神
︑
金こ
ん

神じ
ん

な
ど
﹃
記
﹄﹃
紀
﹄
神
話
に
は
登
場
し
な
い
異
貌
の
神
々
︑
あ
る
い
は
太た

夫ゆ
う

︑
法ほ

者さ

︑
Fね

宜ぎ

︑
博は
か

士せ

︑

陰
陽
師
︑
神み

子こ

⁝
⁝
と
呼
ば
れ
る
神
楽
の
担
い
手
た
ち
の
姿
と
と
も
に
︑
こ
れ
ま
で
の
﹁
神
楽
﹂
の
認
識
を
大
き
く
転
換
さ
せ
た
と

い
え
よ
う
︒

こ
う
し
た
﹁
中
世
神
楽
﹂
の
研
究
は
︑
神
楽
の
場
で
読
み
唱
え
ら
れ
る
﹁
祭さ

い

文も
ん

﹂
の
研
究
と
不
可
分
に
あ
っ
た
︒
従
来
﹁
祭
文
﹂

と
い
え
ば
︑
古
代
の
儀
式
系
祭
文
か
︑
近
世
の
﹁
歌
祭
文
﹂
な
ど
の
芸
能
化
し
た
も
の
が
メ
イ
ン
で
︑﹁
中
世
の
祭
文
﹂
は
﹁
継
子

あ
つ
か
い
﹂︵
五
来
重
﹃
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
﹄
第
一
七
巻
﹁
解
説
﹂
三
一
九
頁
︶
さ
れ
て
き
た
が
︑
中
国
地
方
の
神
楽
祭
文
︑

奥
三
河
の
花
祭
祭
文
︑
あ
る
い
は
対
馬
の
祈
禱
祭
文
︑
ま
た
土
佐
の
い
ざ
な
ぎ
流
祭
文
は
中
世
神
楽
の
現
場
を
究
明
す
る
大
き
な
視

野
を
与
え
て
く
れ
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
ま
た
︑
神
楽
と
祈
禱
と
い
う
二
分
法
が
通
用
し
な
い
﹁
中
世
﹂
の
儀
礼
世
界
に
分
け
入
る

方
法
を
教
え
て
く
れ
た
と
い
え
よ
う
︒

﹁
神
楽
と
祭
文
の
中
世
﹂
と
題
し
た
本
書
は
︑
近
年
の
中
世
神
楽
︑
祭
文
の
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
︑
さ
ら
に
そ
の
次
な
る
課
題
へ

と
迫
っ
て
い
く
こ
と
を
目
的
に
編
ま
れ
る
の
で
あ
る
︒
以
下
﹁
総
論
﹂
と
し
て
︑﹁
神
楽
﹂
を
め
ぐ
っ
て
井
上
隆
弘
が
︑﹁
祭
文
﹂
に

つ
い
て
は
斎
藤
英
喜
が
執
筆
分
担
し
︑
本
書
の
研
究
史
的
な
位
置
づ
け
︑
方
法
論
的
な
射
程
な
ど
を
論
じ
て
い
き
た
い
︒
さ
ら
に
本

書
へ
の
導
入
と
し
て
︑
各
章
の
論
考
の
簡
単
な
コ
メ
ン
ト
を
付
す
︒

総 論
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神

楽

編

井

上

隆

弘

折
口
信
夫
は
﹁
日
本
文
学
啓
蒙
﹂
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

神
楽
は
︑
神
遊
び
か
ら
出
て
居
る
︒
先
︑
神
遊
び
の
話
か
ら
初
め
て
行
か
う
︒
あ﹅

そ﹅

び﹅

と
は
舞
踊
の
事
で
あ
る
が
︑
あ﹅

そ﹅

び﹅

と

ま﹅

ひ﹅

と
に
は
区
別
が
あ
っ
た
︒
あ﹅

そ﹅

び﹅

に
は
必
︑
奏
楽
が
伴
う
て
居
た
︑
と
い
ふ
こ
と
の
ほ
か
に
︑
ま
う
一
つ
の
違
ふ
点
が
あ

つ
て
︑
其
の
方
が
大
事
な
問
題
で
も
あ
る
︒
ま﹅

ひ﹅

は
踏
み
鎮
め
る
の
だ
が
︑
あ﹅

そ﹅

び﹅

は
︑
単
に
踏
み
鎮
め
る
だ
け
で
な
し
に
︑

色
々
の
動
作
を
し
て
揺
が
す
・
魂
を
え
ぶ
る
・
魂
を
ゆ
す
ぶ
つ
て
完
全
に
人
間
の
身
体
に
其
外
来
魂
を
附
着
さ
せ
る
と
い
ふ
︑

鎮
魂
の
第
一
義
が
あ
る
の
で
あ
る
︵
1
︶
︒

神
楽
の
本
義
が
﹁
神
遊
び
﹂
に
あ
る
と
い
う
折
口
の
言
説
は
︑
ま
さ
に
神
楽
と
い
う
も
の
の
正
�
を
射
て
い
る
︒
彼
は
そ
こ
に
神

と
人
と
の
直
接
的
な
関
係
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
︒

そ
の
意
味
で
神
楽
は
た
ん
な
る
﹁
民
俗
芸
能
﹂
で
は
な
い
︒
神
楽
を
論
じ
る
と
き
︑
ま
ず
そ
の
宗
教
性
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
︒
宗
教
と
い
っ
て
も
信
仰
が
個
人
の
問
題
に
還
元
さ
れ
る
よ
う
な
近
代
の
そ
れ
で
は
な
く
︑
近
代
以
前
の
︑
と
り
わ
け
中
世
の

宗
教
世
界
が
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
︒
こ
れ
が
本
書
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
︒

し
か
し
神
楽
と
い
っ
て
も
︑
地
方
に
よ
り
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
の
も
の
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
そ
の
神
楽
が
負
っ
て
い

る
歴
史
性
な
り
地
域
性
の
反
映
で
あ
る
︒
神
楽
が
そ
の
よ
う
な
複
雑
な
構
成
体
で
あ
る
以
上
︑
そ
の
把
握
は
一
筋
縄
で
は
い
か
な

い
︒こ

れ
ま
で
の
神
楽
研
究
は
学
問
と
し
て
方
法
ら
し
い
方
法
を
提
示
し
て
こ
な
か
っ
た
︒
例
え
ば
︑
歴
史
的
な
レ
ベ
ル
の
違
い
を
無

視
し
て
︑
現
前
の
神
楽
に
あ
れ
こ
れ
の
芸
態
的
な
特
徴
に
も
と
づ
く
分
類
を
附
し
て
満
足
す
る
が
ご
と
き
﹁
方
法
﹂
が
流
通
し
て
い

神 楽 編
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る
︒
こ
う
し
た
従
来
の
神
楽
研
究
の
限
界
を
乗
り
越
え
る
に
は
︑
し
っ
か
り
し
た
方
法
に
も
と
づ
く
神
楽
の
分
析
が
必
要
で
あ
る
︒

以
下
︑
研
究
史
の
総
括
を
ふ
ま
え
て
︑
神
楽
研
究
の
方
法
論
確
立
の
た
め
の
試
み
を
提
示
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
︒

一

研
究
史

︵
�
︶
﹁
民
俗
芸
能
研
究
﹂
成
立
の
場
所

神
楽
研
究
を
問
う
う
え
で
︑
ま
ず
研
究
史
を
振
り
返
る
必
要
が
あ
る
が
︑
そ
こ
に
お
い
て
は
﹁
日
本
民
俗
学
﹂
の
創
始
と
呼
応
す

る
よ
う
に
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
民
俗
芸
能
研
究
﹂
が
成
立
し
た
時
空
を
問
う
こ
と
が
必
須
で
あ
る
︒

昭
和
初
期
︑
折
口
信
夫
・
早
川
孝
太
郎
は
競
い
合
う
よ
う
に
奥
三
河
や
南
信
濃
の
地
に
分
け
入
り
︑
花
祭
︑
霜
月
祭
の
研
究
に
成

果
を
上
げ
た
︒
そ
れ
は
日
本
民
俗
学
の
黎
明
を
告
げ
る
出
来
事
で
あ
っ
た
︒

し
か
し
な
が
ら
両
者
の
立
場
に
は
大
き
な
へ
だ
た
り
が
あ
っ
た
︒

折
口
の
そ
れ
は
あ
く
ま
で
神
楽
の
宗
教
性
を
追
究
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
︒
明
治
以
降
の
国
家
神
道
の
展
開
の
も
と
で
﹁
神

社
非
宗
教
論
﹂
が
政
府
の
公
式
見
解
と
さ
れ
︑
神
道
は
宗
教
性
を
否
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
︒
折
口
の
営
為
は
︑
こ
の
神
道
の
宗
教
性

を
問
う
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
︒
彼
は
そ
れ
を
三
信
遠
の
神
楽
に
お
け
る
神
と
人
と
の
生
き
生
き
と
し
た
関
係
に
見
出
そ
う
と
し

た
︒
こ
う
し
た
折
口
の
花
祭
・
霜
月
祭
研
究
の
成
果
が
︑﹁
山
の
霜
月
舞
﹂︵
一
九
三
〇
年
︶
や
﹁
大
嘗
祭
の
本
義
﹂︵
一
九
二
八
年
︶

で
定
式
化
さ
れ
た
﹁
鎮
魂
論
﹂
で
あ
る
︒
そ
の
核
心
は
﹁
み
た
ま
の
ふ
ゆ
﹂
と
い
う
語
に
示
さ
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
神
は
﹁
ふ
ゆ

ま
つ
り
﹂
に
お
い
て
︑
外
来
魂
を
付
着
さ
せ
て
霊
魂
の
復
活
再
生
と
成
長
を
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︵
2
︶
︒

今
日
的
に
は
︑
こ
う
し
た
折
口
鎮
魂
論
の
限
界
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
し
か
し
折
口
が
神
楽
の
宗
教
性
を
問
う
こ
と
を
神
楽
研
究
の

中
心
に
す
え
た
と
い
う
こ
と
は
︑
今
日
的
に
再
評
価
さ
れ
て
い
い
こ
と
で
あ
る
︒

一
方
早
川
で
あ
る
が
︑
そ
の
大
著
﹃
花
祭
﹄︵
岡
書
院
︑
一
九
三
〇
年
︶
を
見
る
と
︑
そ
れ
は
詳
細
な
モ
ノ
グ
ラ
フ
に
終
始
し
て

総 論
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い
る
印
象
が
あ
る
︒
し
か
し
︑﹃
早
川
孝
太
郎
全
集
﹄
を
通
覧
す
れ
ば
明
ら
か
な
と
お
り
︑
早
川
は
当
時
昭
和
恐
慌
の
も
と
で
危
機

に
Ã
す
る
農
山
村
を
再
建
す
る
農
村
更
生
運
動
の
担
い
手
で
あ
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
早
川
の
花
祭
研
究
は
︑
危
機
に
直
面
し
た
農

山
村
を
再
建
す
る
う
え
で
共
同
体
的
紐
帯
の
中
核
を
に
な
う
べ
き
も
の
を
解
明
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
﹁
民
俗
芸
能
研
究
﹂
成
立
の
時
代
状
況
を
考
え
る
う
え
で
︑
小
寺
融
吉
の
存
在
は
重
要
で
あ
る
︒
小
寺
は
一
九
二
五
年

よ
り
日
本
青
年
館
に
お
け
る
﹁
全
国
郷
土
舞
踊
と
民
謡
大
会
﹂︵
の
ち
の
﹁
民
俗
芸
能
大
会
﹂︶
を
指
導
し
︑
一
九
二
七
年
に
は
柳
田

國
男
︑
折
口
信
夫
と
と
も
に
﹁
民
俗
藝
術
の
会
﹂
を
結
成
︑
雑
誌
﹃
民
俗
藝
術
﹄
を
発
刊
し
た
︒

彼
は
﹁
当
時
は
価
値
が
低
い
と
し
て
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
郷
土
舞
踊
︵
郷
土
芸
能
︶
を
学
問
の
枠
組
み
に
取
り
込
み
学
術
的
に
体

系
的
に
研
究
し
た
﹂︒
そ
の
方
法
は
西
欧
の
民
族
学
の
進
化
主
義
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
︑﹁
呪
術
か
ら
芸
能
へ
と
い
う
流
れ
の
中

に
神
楽
や
田
楽
を
位
置
づ
け
る
試
み
で
﹂
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
そ
の
中
心
に
置
か
れ
た
の
は
芸
態
研
究
で
あ
り
︑
美
学
の
方
法
に
も

と
づ
い
た
﹁
わ
ざ
﹂
と
い
う
身
体
技
法
へ
の
着
目
が
あ
っ
た
︵
3
︶
︒

こ
う
し
た
小
寺
の
活
動
は
︑
日
本
青
年
館
を
中
心
と
す
る
農
山
村
の
青
年
団
運
動
と
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
青
年
団
運
動

と
そ
れ
を
担
い
手
と
す
る
﹁
民
俗
芸
術
﹂
の
振
興
活
動
は
︑
昭
和
恐
慌
に
よ
っ
て
深
化
す
る
農
村
危
機
の
中
で
重
要
視
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
っ
た
︒
そ
れ
は
前
述
の
早
川
の
立
場
と
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
︒

︵
�
︶

本
田
安
次
の
神
楽
研
究
の
検
討

こ
の
流
れ
の
な
か
か
ら
登
場
す
る
の
が
本
田
安
次
で
あ
る
︒
本
田
は
﹃
山
伏
神
楽
・
番
楽
﹄︵
斎
藤
報
恩
会
︑
一
九
四
二
年
︶
な

ど
に
代
表
さ
れ
る
東
北
地
方
の
神
楽
研
究
を
出
発
点
と
し
て
︑
折
口
・
早
川
よ
り
や
や
遅
れ
て
三
信
遠
の
神
楽
の
踏
査
を
行
い
︑
そ

の
成
果
は
戦
後
﹃
霜
月
神
楽
之
研
究
﹄︵
明
善
堂
書
店
︑
一
九
五
四
年
︶
に
ま
と
め
ら
れ
た
︒
そ
の
後
も
全
国
の
神
楽
の
調
査
研
究

を
行
い
神
楽
研
究
の
基
礎
を
築
い
た
と
い
わ
れ
る
︒

神 楽 編
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本
田
の
神
楽
研
究
の
核
心
に
あ
る
も
の
は
︑﹁
こ
ん
な
草
深
い
田
舎
に
︑
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
雅
な
芸
能
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
﹂
と

い
う
驚
き
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
そ
の
理
想
形
は
岩
手
県
の
早
池
峰
神
楽
に
見
出
さ
れ
た
︒
そ
う
し
た
美
意
識
は
小
寺
融
吉
の

﹁
美
学
﹂
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

し
か
し
そ
れ
は
神
楽
研
究
の
方
法
た
り
え
な
い
︒
そ
こ
で
折
口
の
論
か
ら
︑
そ
の
宗
教
性
と
は
切
り
離
さ
れ
た
形
で
︑
説
明
原
理

が
切
り
取
っ
て
こ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

例
え
ば
本
田
安
次
は
大
著
﹃
神
楽
﹄︵
木
耳
社
︑
一
九
六
六
年
︶
に
お
い
て
︑
神
楽
成
立
の
基
礎
と
し
て
﹁
神
楽
以
前
﹂
の
一
章

を
立
て
て
い
る
が
︑
そ
の
﹁
一
︑
神
座
を
設
け
て
神
を
呼
ぶ
行
事
﹂
の
項
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

神
の
分
身
で
あ
る
人
間
は
︑
そ
の
神
を
招
ぶ
こ
と
も
︑
神
と
交
通
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
信
じ
て
ゐ
た
︒
そ
こ
に
色
々
の
呪
術

も
生
じ
た
︒

神
を
招
ぶ
に
は
︑
先
ず
神
の
依
る
べ
き
座
を
設
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
︒
然
ら
ば
何
が
神
座
に
な
る
か
と
い
ふ
こ
と
が
大

切
な
問
題
で
あ
っ
た
ら
う
︵
4
︶
︒

ま
た
﹁
二
︑
鎮
魂
の
祭
﹂
の
項
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
︒

⁝
⁝
岩
戸
の
故
事
は
一
種
の
鎮
魂
︑
或
は
招
魂
の
式
で
あ
つ
た
と
思
ふ
︒
鎮

た
ま

魂
し
ず
め
と
は
︑
抜
け
出
よ
う
と
す
る
霊
魂
を
身
体
の
内

府
に
︑
し
っ
か
り
と
収
め
よ
う
と
す
る
こ
と
︑
招た

ま

魂ふ
り

と
は
︑
遊
離
し
た
魂
︑
或
は
新
た
な
魂
を
招
き
よ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
で

あ
る
︵
8
︶
︒

一
は
折
口
が
﹁
髭
籠
の
話
﹂
で
提
唱
し
た
﹁
依
代
論
﹂
で
あ
り
︑
後
述
す
る
﹁
神
楽
＝
か
む
く
ら
︵
神
の
座
︶
説
﹂
で
あ
る
こ

と
︑
ま
た
二
は
折
口
の
﹁
鎮
魂
論
﹂
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒

﹁
四
︑
か
ぐ
ら
の
語
源
﹂
で
本
田
は
︑
志
田
延
義
が
︑﹁
神
楽
の
本
体
は
採
物
で
あ
る
﹂
と
し
て
︑
神
楽
と
は
︑﹁
神
の
座
と
考
へ

ら
れ
る
9
採
物
:
を
持
つ
て
歌
舞
す
る
こ
と
と
考
へ
た
い
﹂
と
し
て
い
る
こ
と
を
︑﹁
さ
す
に
鋭
い
と
思
ふ
﹂
な
ど
と
評
し
て
い
る
︒

総 論
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そ
し
て
︑
以
下
で
は
こ
れ
を
承
け
て
︑﹁
神
座
を
設
け
て
神
を
呼
ぶ
行
事
︱
︱
主
と
し
て
鎮
魂
・
招
魂
の
行
事
︱
︱
そ
の
も
の
が

9
か
む
く
ら
の
行
事
:
で
あ
り
﹂
す
な
わ
ち
神
楽
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
︵
;
︶
︒

し
か
し
こ
こ
で
は
︑
神
楽
の
本
義
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︑﹁
神
楽
＝
鎮
魂
説
﹂
と
﹁
神
楽
＝
か
む
く
ら
︵
神
の

座
︶
説
︵
<
︶
﹂
と
の
関
連
は
ま
っ
た
く
明
ら
か
で
は
な
い
︒
要
す
る
に
説
明
原
理
の
つ
ぎ
は
ぎ
な
の
で
あ
る
︒

こ
こ
で
は
後
者
の
﹁
神
楽
＝
か
む
く
ら
︵
神
の
座
︶
説
﹂
で
説
か
れ
て
い
る
﹁
採
物
﹂
を
﹁
神
楽
の
本
体
﹂
と
す
る
見
解
に
つ
い

て
一
言
し
て
お
こ
う
︒
通
例
﹁
採
り
物
﹂
と
さ
れ
る
も
の
に
は
次
の
二
通
り
あ
る
︒
一
つ
は
C
枝
や
御
幣
な
ど
︑
そ
れ
を
持
っ
て
舞

う
巫
者
に
神
霊
が
依
り
付
く
し
る
し
で
あ
る
︒
い
ま
一
つ
は
剣
や
弓
矢
な
ど
︑
そ
れ
を
採
っ
て
舞
う
こ
と
に
よ
っ
て
悪
魔
を
は
ら
い

祭
場
を
清
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
︵
=
︶
︒

志
田
な
い
し
は
本
田
の
議
論
で
は
両
者
の
区
別
が
ま
っ
た
く
無
視
さ
れ
て
い
る
︒
そ
も
そ
も
C
枝
や
御
幣
な
ど
の
﹁
採
り
物
﹂
が

儀
礼
の
間
を
通
し
て
神
の
座
で
あ
り
つ
づ
け
る
こ
と
が
あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
そ
の
﹁
神
の
座
﹂
が
も
は
や
形
式
に
す
ぎ

な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
︒

本
田
の
神
楽
研
究
に
お
け
る
中
心
的
関
心
事
は
︑
小
寺
か
ら
受
け
継
い
だ
﹁
芸
態
﹂
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒

以
下
︑﹃
神
楽
﹄
に
お
い
て
︑
本
田
は
神
楽
の
分
類
を
試
み
て
い
る
︒
よ
く
知
ら
れ
る
︑﹁
伊
勢
流
神
楽
﹂﹁
出
雲
流
神
楽
﹂﹁
巫
女

神
楽
﹂﹁
獅
子
神
楽
﹂
の
四
分
類
で
あ
る
︒
こ
れ
も
現
前
の
神
楽
の
芸
態
に
よ
る
分
類
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒

例
え
ば
﹁
出
雲
流
神
楽
﹂
は
︑
本
田
が
島
根
県
の
佐さ

陀だ

神し
ん

能の
う

を
西
日
本
の
神
楽
の
典
型
と
考
え
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒
こ

れ
は
い
わ
ゆ
る
﹁
採
り
物
神
楽
﹂
で
あ
る
︒
佐
陀
神
能
に
お
い
て
は
﹁
七
座
の
神
事
﹂
と
い
う
﹁
採
り
物
舞
﹂
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

た
祭
式
が
神
楽
の
本
体
を
な
し
︑
次
に
行
わ
れ
る
﹁
神
能
﹂
は
﹁
法
楽
﹂
す
な
わ
ち
余
興
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒

こ
う
し
た
神
楽
祭
儀
の
あ
り
方
は
︑
近
世
に
お
け
る
吉
田
神
道
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒
本
田
の
議
論
は
︑
こ
う
し
た
歴
史

的
な
把
握
を
無
視
し
て
︑
現
前
の
神
楽
の
形
態
的
特
徴
に
よ
っ
て
︑
神
楽
に
あ
れ
こ
れ
の
規
定
を
付
与
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
︒

神 楽 編
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こ
う
し
た
芸
態
論
中
心
の
神
楽
研
究
の
限
界
を
乗
り
越
え
る
も
の
は
︑
神
楽
の
宗
教
性
を
い
ま
一
度
問
う
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な

ら
な
い
︒
そ
の
た
め
に
必
須
な
も
の
は
﹁
中
世
へ
の
視
点
﹂
で
あ
る
︒

︵
�
︶
﹁
中
世
神
楽
﹂
の
発
見
︱
︱
岩
田
勝
・
山
本
ひ
ろ
子
の
神
楽
研
究
の
意
義
︱
︱

こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
岩
田
勝
・
山
本
ひ
ろ
子
と
い
う
二
人
の
論
者
の
仕
事
に
つ
い
て
取
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︒

岩
田
勝
の
神
楽
研
究

岩
田
勝
の
功
績
の
第
一
は
︑
神
楽
祭
儀
に
お
け
る
男
性
の
巫
者
で
あ
る
法
者
＝
司
霊
者
の
役
割
に
つ
い
て

明
ら
か
に
し
た
こ
と
に
あ
る
︒

岩
田
は
日
本
の
宗
教
史
に
お
い
て
﹁
巫
女
な
る
も
の
が
こ
れ
ま
で
不
当
な
ま
で
に
と
で
も
い
え
る
ほ
ど
重
視
さ
れ
て
き
て
い
る
︵
?
︶
﹂

と
し
て
︑
こ
れ
に
た
い
し
て
男
性
の
司
霊
者
が
神
楽
祭
儀
に
お
い
て
神
霊
を
操
作
す
る
役
割
を
重
視
し
た
︒
す
な
わ
ち
神
が
か
っ
て

神
言
を
託
宣
す
る
神
子
に
た
い
し
て
︑
祭
文
を
誦
み
神
霊
を
強
制
す
る
も
の
と
し
て
司
霊
者
＝
法
者
の
位
置
を
明
ら
か
に
し
た
︒
そ

し
て
︑
中
世
的
神
楽
祭
儀
は
こ
の
﹁
法
者
﹂
と
﹁
神
子
﹂
の
セ
ッ
ト
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
た
と
し
た
の
で
あ
る
︒

一
九
七
〇
年
代
以
降
︑
岩
田
は
︑
中
国
山
地
の
神
楽
の
研
究
に
取
り
組
む
な
か
で
︑
荒
神
神
楽
が
中
世
以
来
の
﹁
名

み
よ
う

﹂
と
い
う

同
族
共
同
体
の
祭
祀
の
性
格
を
も
ち
︑
ま
た
神
楽
祭
儀
が
中
世
的
神
格
の
両
義
的
な
は
た
ら
き
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
︵
10
︶
︒
す
な
わ
ち
近
世
神
道
以
来
の
﹁
神
に
悪
い
神
は
い
な
い
﹂
と
い
う
観
念
を
く
つ
が
え
し
︑
中
世
の
人
々
の
身
近
に
い

る
カ
ミ
は
強
い
祟
る
性
質
を
も
ち
︑
そ
れ
を
祀
る
こ
と
に
よ
っ
て
祟
る
性
質
を
鎮
め
守
護
霊
と
す
る
︑
な
い
し
は
境
界
の
外
に
送
り

返
す
こ
と
を
神
楽
祭
儀
の
目
的
と
す
る
視
点
を
打
ち
出
し
た
︒

こ
う
し
た
神
楽
祭
儀
に
お
け
る
神
々
の
な
か
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
の
は
︑
記
紀
神
話
の
高
位
の
神
で
は
な
く
︑
民
俗
学
・
民

俗
芸
能
研
究
が
無
視
し
て
き
た
荒
神
や
土
公
神
︑
牛
頭
天
王
な
ど
の
密
教
︑
陰
陽
道
の
神
︑
す
な
わ
ち
中
世
的
な
神
格
で
あ
っ
た
︒

ま
た
岩
田
は
︑
広
島
県
東
城
町
の
戸と

宇う

栃
木
家
文
書
な
ど
の
解
読
に
取
り
組
み
︑
中
世
の
神
仏
習
合
的
な
神
楽
祭
文
の
宗
教
世
界

総 論
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各
章
の
概
説

斎

藤

英

喜

井

上

隆

弘

Ⅰ

陰
陽
道
・
密
教
・
中
世
神
話
・
ア
ジ
ア

第
�
章

梅
田
千
尋
﹁
陰
陽
道
祭
文
の
位
置
︱
︱
﹃
祭
文
部
類
﹄
を
中
心
に
︱
︱
﹂

﹁
祭
文
﹂
の
古
態
を
探
る
と
︑
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
陰
陽
道
儀
礼
で
使
用
さ
れ
た
祭
文
に
行
き
当
た
る
︒

で
は
︑
そ
う
し
た
陰
陽
道
祭
文
と
︑
民
俗
芸
能
系
の
神
楽
祭
文
と
は
︑
ど
の
よ
う
な
繫
が
り
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
ま
さ
に
未
踏
の

領
域
に
属
す
る
研
究
テ
ー
マ
だ
が
︑
近
世
陰
陽
道
史
研
究
の
梅
田
論
文
は
︑
そ
の
課
題
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
た
︒
中
世
の
陰
陽
道
儀
礼

で
使
用
さ
れ
た
祭
文
を
集
め
た
﹃
諸
祭
文
故
実
抄
﹄﹃
祭
文
部
類
﹄
な
ど
の
分
析
を
通
し
て
︑
金
神
や
荒
神
の
信
仰
も
取
り
入
れ
︑

中
世
神
話
の
坩
堝
の
な
か
で
再
鋳
さ
れ
て
い
く
﹁
中
世
陰
陽
道
祭
文
﹂
の
世
界
の
豊
か
な
広
が
り
と
と
も
に
︑
今
後
の
研
究
の
ひ
と

つ
の
﹁
座
標
軸
﹂
を
提
示
し
て
く
れ
た
︒

︵
斎
藤
︶

第
�
章

阿
部
泰
郎
﹁
五
形
祭
文
と
五
蔵
曼
荼
羅
︱
︱
中
世
日
本
の
宗
教
的
身
体
論
の
系
譜
︱
︱
﹂

奥
三
河
の
花
祭
は
︑
実
は
き
わ
め
て
大
規
模
な
民
間
宗
教
儀
礼
の
一
端
を
集
約
し
た
祭
儀
で
あ
っ
た
︒
こ
の
花
祭
が
伝
え
る
祭
文

群
の
な
か
に
︑﹁
五
形
の
さ
い
も
ん
﹂
と
呼
ば
れ
る
︑
人
間
の
身
体
を
宗
教
体
系
に
よ
っ
て
具
さ
に
分
ち
観
念
す
る
こ
と
に
よ
り
病

者
を
祈
禱
す
る
祭
文
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒
中
世
顕
密
仏
教
の
深
奥
か
ら
生
み
だ
さ
れ
た
︑﹁
五
蔵
曼
荼
羅
﹂
に
集
約
さ
れ
る
宗
教

的
身
体
の
観
念
体
系
が
寺
院
の
経
蔵
か
ら
出
て
︑
よ
り
広
い
世
界
に
お
い
て
︑﹁
祭
文
﹂
と
い
う
実
践
的
な
儀
礼
テ
ク
ス
ト
と
し
て
︑

ど
の
よ
う
に
変
貌
を
と
げ
た
の
か
︒
阿
部
論
文
で
は
︑
中
世
宗
教
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
手
が
か
り
を
探
る
︒

︵
井
上
︶

各章の概説

39



第
�
章

斎
藤
英
喜
﹁
大
土
公
神
祭
文
・
考
︱
︱
暦
神
た
ち
の
中
世
神
楽
へ
︱
︱
﹂

中
世
の
列
島
社
会
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
神
楽
に
は
︑﹃
記
﹄﹃
紀
﹄
神
話
の
神
々
と
も
︑
垂
迹
神
︑
仏
教
神
と
も
異
な
る
神
々
が
数

多
く
登
場
す
る
︒
そ
れ
ら
の
多
く
は
陰
陽
道
書
﹃
簠
簋
内
伝
﹄
に
由
来
が
説
か
れ
る
﹁
暦
神
﹂
た
ち
で
あ
る
︒
斎
藤
論
文
は
︑
古
代

の
陰
陽
道
儀
礼
に
起
源
す
る
﹁
土
公
﹂
の
鎮
め
が
︑﹃
簠
簋
内
伝
﹄
の
暦
注
の
神
話
世
界
を
媒
介
に
し
て
︑
神
楽
︑
祈
禱
の
祭
文
に

よ
っ
て
︑
祀
ら
れ
る
﹁
土
公
神
﹂
へ
と
変
貌
し
て
い
く
経
緯
を
︑
奥
三
河
の
﹁
大
土
公
神
経
﹂
と
︑
い
ざ
な
ぎ
流
の
﹁
大
ど
ッ
く
の

察
文
(祭
文
)﹂
か
ら
読
み
解
き
︑
宇
宙
創
造
へ
の
	
及
︑
あ
る
い
は
世
界
の
崩
壊
と
い
う
中
世
神
話
を
語
り
つ
つ
︑
他
方
で
は
神
楽

の
祭
文
が
︑
病
人
祈
禱
儀
礼
へ
と
応
用
さ
れ
︑
変
容
し
て
い
く
﹁
現
場
﹂
を
明
ら
か
に
し
た
︒

︵
斎
藤
︶

第
�
章

北
條
勝
貴
﹁
牽
か
れ
ゆ
く
神
霊
︱
︱
東
ア
ジ
ア
の
比
較
民
俗
か
ら
み
る
死
者
の
浄
化
︱
︱
﹂

環
境
や
災
害
︑
生
死
観
な
ど
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
課
題
に
挑
戦
し
続
け
る
古
代
史
研
究
の
北
條
論
文
は
︑
中
世
に
展
開
し
た
﹁
死

霊
の
鎮
魂
を
目
的
と
し
た
祭
儀
﹂
た
る
神
楽
︑
祭
文
の
世
界
と
︑
中
国
少
数
民
族
に
伝
わ
る
﹁
指
路
経
﹂
と
を
比
較
し
︑︿
導
き
手

に
よ
る
牽
引
﹀
が
浄
化
・
昇
華
の
重
要
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
こ
と
を
読
み
取
る
︒
そ
こ
か
ら
浄
土
神
楽
の
も
つ
﹁
観
念
的
な
も
の
﹂

に
た
い
し
て
︑﹁
指
路
経
﹂
の
道
行
き
に
は
︑﹁
民
族
・
枝
族
の
遷
移
の
現
実
的
記
憶
﹂
の
反
映
を
指
摘
し
︑
人
類
史
に
お
け
る
﹁
定

住
と
移
動
﹂
と
い
う
︑
壮
大
な
テ
ー
マ
を
提
示
す
る
︒

︵
斎
藤
︶

Ⅱ

生
成
す
る
祭
文
の
世
界

第
�
章

星
優
也
﹁
神
®
講
式
を
招
し
祈
ら
ん
︱
︱
藺
牟
田
神
舞
�
忉
利
の
法
者
︑
忉
利
の
小
神
子
	
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱
﹂

﹃
神
 
講
式
﹄
と
は
︑
鎌
倉
期
の
中
世
神
道
説
の
展
開
の
な
か
に
登
場
し
た
﹁
貞
慶
作
﹂
が
暗
示
さ
れ
る
講
式
文
で
あ
る
︒
も
と

も
と
は
仏
教
儀
礼
で
あ
る
講
式
が
﹁
神
 
﹂
を
本
尊
と
し
て
︑
衆
生
救
済
を
祈
る
特
異
な
儀
礼
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
が
︑
星
論
文
は
︑
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﹃
神
 
講
式
﹄
が
中
世
か
ら
近
世
の
地
方
神
楽
の
場
で
読
ま
れ
る
こ
と
に
注
目
し
︑
と
く
に
鹿
児
島
県
U
摩
地
方
の
﹁
藺
牟
田
神
舞
﹂

で
読
誦
さ
れ
る
意
味
を
解
読
し
て
い
く
こ
と
で
︑
中
世
的
な
岩
戸
神
話
の
場
面
で
神
々
を
召
還
し
て
い
く
儀
礼
実
践
に
繫
が
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
︒﹃
神
 
講
式
﹄
が
神
楽
祭
文
と
し
て
の
機
能
を
も
つ
と
い
う
︑
驚
く
べ
き
事
実
と
と
も
に
︑
さ
ら
に
そ
の
先
に

は
奥
三
河
の
﹁
浄
土
入
り
﹂
と
も
共
振
す
る
問
題
を
展
望
し
た
︒

︵
斎
藤
︶

第


章

松
山
由
布
子
﹁
奥
三
河
の
宗
教
文
化
と
祭
文
﹂

青
少
年
た
ち
の
華
麗
な
舞
や
鬼
の
乱
舞
で
有
名
な
奥
三
河
の
花
祭
で
あ
る
が
︑
か
つ
て
は
膨
大
な
数
と
種
類
の
祭
文
が
重
要
な
役

割
を
果
し
て
い
た
︒
松
山
論
文
は
︑﹁
花
太
夫
﹂
の
も
と
に
伝
え
ら
れ
た
祭
文
の
悉
皆
調
査
を
通
し
て
︑
花
祭
や
大
神
楽
の
み
な
ら

ず
︑
病
人
祈
禱
な
ど
の
儀
礼
に
お
い
て
も
︑
祭
文
が
駆
使
さ
れ
て
い
た
現
場
を
明
ら
か
に
し
︑
そ
の
背
後
に
活
動
し
て
い
た
﹁
里
修

験
﹂
や
尾
張
津
島
社
と
の
交
渉
関
係
を
見
出
し
︑
奥
三
河
の
地
に
創
造
さ
れ
た
独
自
な
﹁
宗
教
文
化
﹂
の
姿
に
迫
っ
た
︒
従
来
の

﹁
民
俗
芸
能
﹂
の
枠
組
み
と
は
異
な
る
奥
三
河
の
花
祭
の
姿
を
浮
き
上
が
ら
せ
た
論
稿
と
い
え
る
︒

︵
斎
藤
︶

第
�
章

神
田
竜
浩
﹁
物
語
化
す
る
祭
文
︱
︱
日
向
琵
琶
盲
僧
の
釈
文
�
五
郎
王
子
	
の
事
例
か
ら
︱
︱
﹂

琵
琶
盲
僧
は
地
神
盲
僧
な
ど
と
も
呼
ば
れ
︑
近
世
に
は
地
神
経
を
読
誦
し
︑
琵
琶
を
弾
き
な
が
ら
釈
文
を
唱
え
︑
祈
禱
を
行
な
っ

た
民
間
宗
教
者
の
こ
と
で
︑
主
に
九
州
や
中
国
地
方
な
ど
で
活
動
し
て
い
た
︒
神
田
論
文
で
は
︑
宮
崎
県
延
岡
市
長
久
山
浄
満
寺
の

住
職
永
田
法
順
が
唱
え
る
釈
文
﹁
五
郎
王
子
﹂
を
取
り
上
げ
た
︒
永
田
は
生
前
︑
も
っ
ぱ
ら
そ
の
語
り
が
注
目
さ
れ
た
が
︑
こ
こ
で

は
釈
文
に
つ
い
て
︑
そ
の
物
語
の
検
討
を
お
こ
な
い
︑
祭
文
は
聞
き
手
に
わ
か
り
や
す
く
語
る
だ
け
で
な
く
︑
自
ら
の
由
緒
を
盛
り

込
む
な
ど
︑
読
誦
す
る
民
間
宗
教
者
の
立
場
に
合
わ
せ
て
戦
略
的
に
改
変
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒

︵
井
上
︶
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Ⅲ

中
世
神
楽
の
現
場
へ

第
�
章

池
原
真
﹁
静
岡
県
水
窪
町
草
木
霜
月
神
楽
に
見
る
湯
立
て
の
儀
礼
構
造
︱
︱
�
玉
取
り
	
と
�
神
清
め
	
︱
︱
﹂

三
信
遠
地
域
の
湯
立
神
楽
の
な
か
で
も
︑
遠
州
の
そ
れ
は
シ
ン
プ
ル
な
湯
立
儀
礼
に
徹
し
た
地
味
な
内
容
を
も
つ
が
︑
こ
の
地
域

の
神
楽
祭
儀
を
と
ら
え
る
う
え
で
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
︒︿
玉
取
り
﹀
と
は
遠
州
水
窪
に
特
有
な
祭
祀
者
集
団
に
よ
る
湯
立

で
あ
る
が
︑
池
原
論
文
は
そ
れ
を
﹁
神
を
清
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
立
願
の
成
就
を
願
う
湯
立
の
核
に
な
る
儀
礼
﹂
と
規
定
︒
同
様
の

性
格
を
も
つ
湯
立
祭
儀
が
三
信
遠
地
域
に
広
く
分
布
し
︑
こ
の
地
域
の
湯
立
神
楽
の
理
解
の
�
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
︒

︵
井
上
︶

第

章

鈴
木
昂
太
﹁
�
浄
土
神
楽
	
論
の
再
検
討
︱
︱
﹃
六
道
十
三
佛
之
カ
ン
文
﹄
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱
﹂

広
島
県
庄
原
市
に
伝
承
さ
れ
る
比
婆
荒
神
神
楽
は
牛
尾
三
千
夫
ら
に
よ
っ
て
︑
歌
舞
に
よ
っ
て
死
霊
を
鎮
め
浄
化
す
る
﹁
浄
土
神

楽
﹂
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
鈴
木
論
文
で
は
か
つ
て
の
﹁
浄
土
神
楽
﹂
と
現
在
の
﹁
比
婆
荒
神
神
楽
﹂
と
の
間
に
連
続
性
を

見
出
す
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
︒
こ
う
し
た
視
点
か
ら
従
来
浄
土
神
楽
の
重
要
な
根
拠
と
さ
れ
て
き
た
﹃
六
道
十

三
佛
之
カ
ン
文
﹄
の
死
者
の
口
寄
せ
の
祭
文
と
し
て
の
性
格
を
検
討
し
て
︑
こ
れ
を
神
楽
と
結
び
つ
け
て
比
婆
荒
神
神
楽
の
意
義
の

根
拠
と
し
て
用
い
た
り
︑
そ
の
祖
型
が
浄
土
神
楽
で
あ
る
と
論
じ
た
り
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
と
結
論
す
る
︒

︵
井
上
︶

第
10
章

梅
野
光
興
﹁
い
ざ
な
ぎ
流
�
神
楽
	
考
︱
︱
米
と
バ
ッ
カ
イ
を
中
心
に
︱
︱
﹂

高
知
県
香
美
市
物
部
町
に
伝
わ
る
い
ざ
な
ぎ
流
は
︑
神
道
・
陰
陽
道
・
修
験
道
な
ど
が
混
交
し
た
民
間
信
仰
で
︑
大
夫
と
呼
ば
れ

る
民
間
宗
教
者
が
︑
家
や
村
の
神
の
祭
り
︑
さ
ま
ざ
ま
な
祈
禱
な
ど
多
様
な
祭
儀
に
携
わ
っ
て
き
た
︒
い
ざ
な
ぎ
流
の
祭
儀
の
ほ
と
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ん
ど
は
祭
文
を
使
っ
た
﹁
イ
ノ
リ
﹂︵
祈
禱
︶
で
あ
り
︑
一
般
的
な
神
楽
に
比
べ
る
と
異
例
な
も
の
で
あ
る
︒
梅
野
論
文
で
は
︑
い

ざ
な
ぎ
流
の
内
容
を
検
討
し
て
︑
そ
こ
で
は
︑
か
つ
て
は
神
が
か
り
の
神
楽
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
が
︑﹁
ば
っ
か
い
﹂︵
天
蓋
︶
が
導

入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
儀
礼
の
多
様
化
が
進
ん
だ
と
い
う
仮
説
を
提
示
す
る
︒

︵
井
上
︶

第
11
章

永
松
敦
﹁
山
の
神
祭
文
と
神
楽
祭
文
︱
︱
狩
猟
祭
文
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱
﹂

民
間
の
山
の
神
信
仰
と
神
楽
に
登
場
す
る
神
々
の
間
に
は
思
想
的
に
深
い
関
係
が
あ
る
︒
近
世
中
後
期
に
膨
大
な
量
の
山
の
神
祭

文
が
作
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
︑
さ
ま
ざ
ま
な
神
々
が
山
の
神
と
い
う
名
称
の
下
に
一
元
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
神
楽
の
場
合

も
さ
ま
ざ
ま
な
神
々
が
︑
星
の
神
・
山
の
神
・
火
の
神
の
三
神
に
集
約
さ
れ
︑
�
の
神
と
し
て
一
元
的
に
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
思
想

が
つ
く
ら
れ
て
い
く
︒
こ
の
な
か
で
神
楽
祭
文
に
お
い
て
は
︑
山
の
神
と
そ
れ
を
祀
る
山
人
と
の
仲
介
役
は
陰
陽
道
的
神
格
た
る

﹁
玉
女
﹂
で
あ
る
が
︑
猟
師
の
世
界
で
は
︑
そ
の
役
割
を
猟
師
の
女
房
が
担
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
す
る
︒

︵
井
上
︶

第
12
章

井
上
隆
弘
﹁
九
州
に
お
け
る
神
出
現
の
神
楽
と
祭
文
﹂

九
州
南
部
の
宮
崎
県
︑
鹿
児
島
県
に
分
布
す
る
特
徴
的
な
仮
面
の
神
の
神
楽
は
︑
通
説
で
は
い
わ
ゆ
る
﹁
出
雲
流
神
楽
﹂
の
亜
流

と
さ
れ
た
が
︑
こ
れ
に
つ
い
て
は
石
塚
尊
俊
の
批
判
が
あ
る
︒
井
上
論
文
で
は
こ
れ
を
ふ
ま
え
︑
こ
れ
ら
仮
面
の
神
の
神
楽
を
九
州

固
有
の
性
格
を
も
つ
﹁
神
出
現
の
神
楽
﹂
と
と
ら
え
直
し
た
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
ら
が
伝
え
る
祭
文
あ
る
い
は
祭
文
に
準
じ
る
性
格
を

も
つ
言
い
句
の
う
ち
︑
宮
崎
県
椎
葉
村
の
嶽
之
枝
尾
神
楽
と
鹿
児
島
県
旧
)
答
院
町
の
藺
牟
田
神
舞
に
お
け
る
荒
神
の
言
い
句
に
注

目
し
て
︑
そ
れ
が
中
世
の
荒
神
信
仰
を
よ
く
伝
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒

︵
井
上
︶

︹
研
究
ノ
ー
ト
︺
ジ
ェ
ー
ン
・
ア
ラ
シ
ェ
フ
ス
カ
﹁
青
ヶ
島
に
お
け
る
中
世
的
病
人
祈
禱
祭
文
と
い
ざ
な
ぎ
流
と
の
関
係
に
つ
い
て
﹂
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イ
ギ
リ
ス
在
住
の
研
究
者
で
あ
る
ジ
ェ
ー
ン
・
ア
ラ
シ
ェ
フ
ス
カ
は
︑
か
つ
て
本
田
安
次
ら
に
よ
る
調
査
で
︑
そ
の
中
世
的
な
信

仰
世
界
を
垣
間
見
せ
て
く
れ
た
八
丈
島
︑
青
ヶ
島
へ
の
︑
複
数
に
わ
た
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
し
て
︑﹁
祭
文
﹂
の
伝
来
の
実

態
と
と
も
に
︑
こ
れ
ま
で
類
似
点
は
指
摘
さ
れ
て
き
た
も
の
の
具
体
的
な
分
析
は
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
︑
い
ざ
な
ぎ
流
の
祭
文
と

の
比
較
・
検
討
を
行
っ
た
︒
と
り
わ
け
︑
青
ヶ
島
と
い
ざ
な
ぎ
流
の
﹁
呪
詛
祭
文
﹂
の
表
現
の
類
似
点
の
分
析
な
ど
は
︑
今
後
の
中

世
の
神
楽
・
祭
文
研
究
に
と
っ
て
の
重
要
な
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
︒

︵
斎
藤
︶

︹
資
料
翻
刻
と
解
説
︺
渡
辺
伸
夫
﹁
対
馬
の
新
神
供
養
︱
︱
�
綱
教
化
	
と
�
提
婆
	
を
中
心
と
し
て
︱
︱
﹂

対
馬
の
新さ

ら

神か
み

供
養
は
︑
単
に
﹁
か
み
﹂
と
も
呼
ば
れ
た
先
祖
祭
の
一
つ
で
︑
中
世
後
期
か
ら
近
世
幕
末
期
に
か
け
て
︑
法
者
と
神

子
に
よ
っ
て
執
り
行
わ
れ
た
︒
さ
ま
ざ
ま
な
祈
禱
と
祭
文
と
舞
か
ら
な
る
大
掛
か
り
な
霊
祭
神
楽
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
他
の
法
者
の

行
う
祈
禱
と
同
様
に
︑
弓
弦
を
篠
竹
で
打
ち
な
ら
し
な
が
ら
祭
文
を
誦
む
︑
い
わ
ゆ
る
弓
祈
禱
で
あ
っ
た
︒
こ
の
新
神
供
養
に
つ
い

て
は
︑
ほ
と
ん
ど
解
明
さ
れ
て
い
な
い
︒
渡
辺
に
よ
る
新
神
供
養
の
﹁
綱つ

な

供く

﹂﹁
綱つ
な

教
き
よ
う

化げ

﹂﹁
提だ
い

婆ば

﹂
な
ど
に
つ
い
て
の
資
料
翻
刻

と
解
説
は
︑
霊
祭
神
楽
・
浄
土
神
楽
の
解
明
に
と
っ
て
画
期
的
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
︒

︵
井
上
︶
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あ

と

が

き

三
年
ま
え
の
春
︑
久
し
ぶ
り
に
再
会
し
た
井
上
隆
弘
氏
と
︑
鴨
川
ぞ
い
の
床
の
ジ
ャ
ズ
バ
ー
の
テ
ー
ブ
ル
で
交
わ
し
て
い
た
何
気

な
い
会
話
⁝
⁝
︒
思
え
ば
︑
そ
れ
が
本
書
の
出
発
点
だ
っ
た
︒

そ
も
そ
も
︑
わ
れ
わ
れ
ふ
た
り
は
︑
神
語
り
研
究
会
の
同
人
だ
っ
た
︒﹁
神
語
り
研
究
﹂
と
い
え
ば
︑
い
ま
や
知
る
人
は
知
る
︑

伝
説
的
な
存
在
か
も
し
れ
な
い
︒
山
本
ひ
ろ
子
氏
を
主
宰
に
︑
七
十
年
代
の
︿
学
と
知
﹀
の
反
乱
の
時
代
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
︑
ア
カ

デ
ミ
ズ
ム
と
は
異
な
る
地
平
を
め
ざ
し
た
研
究
者
集
団
だ
︒
そ
こ
で
の
共
同
研
究
の
テ
ー
マ
が
︑
奥
三
河
の
花
祭
だ
っ
た
︒
こ
れ
ま

で
正
面
か
ら
扱
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
祭
文
の
解
読
︑
そ
こ
か
ら
浮
か
ん
で
く
る
牛
頭
天
王
や
大
土
公
神
︑
荒
神
な
ど
異
神
た
ち
の
信

仰
世
界
︑
あ
る
い
は
華
麗
な
舞
が
も
つ
象
徴
的
な
意
味
の
分
析
へ
と
の
め
り
こ
ん
で
い
っ
た
︒
だ
が
研
究
会
も
﹃
神
語
り
研
究
﹄
第

五
号
を
刊
行
し
て
後
︑
い
つ
か
解
散
し
た
︒
そ
し
て
歳
月
は
流
れ
︑
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
道
を
歩
ん
で
い
た
⁝
⁝
︒

そ
ん
な
ふ
た
り
が
ひ
ょ
ん
な
こ
と
で
再
会
し
︑
最
近
の
祭
文
や
神
楽
を
め
ぐ
る
研
究
状
況
を
話
し
合
う
う
ち
に
︑
若
手
の
研
究
者

や
︑
あ
る
い
は
異
分
野
の
研
究
者
を
も
巻
き
込
む
よ
う
な
︑
先
鋭
的
な
論
文
集
を
作
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
沸
き
起
こ
り
︑
や
が

て
話
は
ど
ん
ど
ん
進
ん
で
い
っ
た
︒
さ
ら
に
二
〇
一
四
年
の
春
︑﹁
い
ざ
な
ぎ
流
と
物
部
川
流
域
の
文
化
を
考
え
る
会
﹂
が
主
催
し

た
︑
い
ざ
な
ぎ
流
の
祭
文
を
め
ぐ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
︑
本
書
を
具
体
化
し
て
く
れ
る
大
き
な
役
割
を
は
た
し
て
く
れ
た
︒

か
く
し
て
︑
二
〇
一
五
年
の
暑
い
夏
の
一
日
︑
京
都
の
某
会
館
に
︑
わ
れ
わ
れ
ふ
た
り
が
﹁
ぜ
ひ
書
い
て
ほ
し
い
﹂
と
呼
び
か
け

た
研
究
者
の
方
々
に
集
合
し
て
い
た
だ
き
︑
論
文
集
の
主
旨
と
と
も
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
書
き
た
い
テ
ー
マ
や
課
題
を
提
示
し
て
︑
議

論
す
る
こ
と
を
通
し
て
︑
ほ
ぼ
全
員
の
執
筆
に
よ
っ
て
成
っ
た
の
が
︑﹃
神
楽
と
祭
文
の
中
世
﹄
を
名
乗
る
本
書
で
あ
る
︵
な
お
︑

神
語
り
研
究
会
の
同
人
で
︑
若
く
し
て
急
逝
し
た
池
原
真
氏
の
論
稿
を
再
録
で
き
た
こ
と
は
︑
な
に
よ
り
も
嬉
し
い
こ
と
だ
︶︒
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こ
こ
に
結
集
し
た
論
文
た
ち
は
︑
従
来
の
民
俗
芸
能
研
究
の
枠
組
み
で
は
捉
え
き
れ
な
か
っ
た
︑
列
島
社
会
の
﹁
中
世
﹂
に
息
づ

い
て
い
た
神
楽
の
現
場
︑
そ
し
て
祭
文
の
信
仰
世
界
を
描
き
出
し
て
く
れ
て
い
る
は
ず
だ
︒
も
ち
ろ
ん
本
書
が
︑
ど
れ
ほ
ど
研
究
史

を
進
展
さ
せ
た
か
の
判
定
は
︑
読
者
の
方
々
に
お
任
せ
す
る
し
か
な
い
が
︒

最
後
に
︑
編
者
ふ
た
り
の
無
理
難
題
に
応
え
て
く
れ
た
執
筆
者
の
皆
さ
ま
︑
そ
し
て
献
身
的
な
力
を
も
っ
て
︑
編
集
実
務
に
あ

た
っ
て
く
だ
さ
っ
た
思
文
閣
出
版
の
三
浦
泰
保
さ
ん
に
︑
最
大
級
の
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
︒

斎

藤

英

喜

二
〇
一
六
年
十
月

秋
の
深
ま
る
京
都
で

375



376

Jane Alaszewska（ジェーン・アラシェフスカ）

1972年生．ロンドン大学東洋アフリカ研究学院 SOAS音楽学科民俗音楽専攻博士過程修了．

ロンドン大学東洋アフリカ研究学院 SOAS日本宗教センター研究員．

ジェーン・アラシェフスカ，金田章宏編『八丈島古謡：奥山熊雄の歌と太鼓』（笠間書院，2005

年），「Edo Traditions on the ʻIslands of Exileʼ: The Narrative Ballads of the Southern Izu Islands」

（『World of music』46-2号，2004年），ジェーン・アラシェフスカ，アンディ・アラシェフスカ共

同執筆「Purity and Danger: shamans, diviners and the control of danger in premodern Japan as

evidenced by the healing rites of the Aogashima islanders」（『Health, Risk and Society』17，3-4号，

2015年）．

渡 辺 伸 夫（わたなべ・のぶお）

1942年生．早稲田大学商学部卒業．椎葉民俗芸能博物館神楽研究所（所長）．

『椎葉神楽発掘』（岩田書院，2012年）．

翻訳者紹介

Giorgio Premoselli（ジョルジョ・プレモセリ）

1983年生．佛教大学文学研究科仏教文化専攻博士課程満期退学．佛教大学文学研究科仏教文化専攻

研究員．

「陰陽道神・泰山府君の生成」（『佛教大学大学院紀要』42号，2014年），「漫画と神話――『蟲師』」

（斎藤英喜編『神話・伝承学への招待』思文閣出版，2015年），「陰陽道の祭祀と呪術」（『陰陽師の

世界』別冊宝島2443号，2016年）．



377

松山由布子（まつやま・ゆうこ）

1984年生．名古屋大学文学研究科博士課程後期課程修了（文学）．名古屋大学文学研究科附属人類

文化遺産テクスト学研究センター研究員．

「奥三河の民俗芸能と文学記録」（『愛知県史 別編 文化財4 典籍』愛知県，2015年），「花太夫

所蔵文献に見る奥三河の宗教文化――宗教テクストの特徴と普遍性をめぐって」（『説話・伝承学』

第23号，2015年），「奥三河の宗教文化とその担い手」（地方史研究協議会編『三河――交流からみ

る地域形成とその変容――』雄山閣，2016年）．

神 田 竜 浩（かんだ・たつひろ）

1972年生．中央大学文学部卒業．独立行政法人日本芸術文化振興会勤務．

「壱岐神楽の荒平舞」（『民俗芸能研究』第51号，2011年），「山代本谷神楽」（『民俗芸能』第92号，

2012年），「下柴彼岸獅子舞」（『民俗芸能』第92号，2012年）．

池 原 真（いけはら・しん）

1953年．同志社大学文学部卒業．2012年逝去．

「調査報告・草木霜月神楽――静岡県磐田郡水窪町草木」（『神語り研究』第3号，春秋社，1989年）

「草木霜月神楽の祭祀組織と祭祀形態」（『神語り研究』第8号，岩田書院，1999年），「山梨県上野

原市秋山村無生野の大念仏〈道場入り〉の世界」〔1〕〔2〕（『年間藝能』第16号・第17号，2010

年・2011年）．

鈴 木 昂 太（すずき・こうた）

1988年生．総合研究大学院大学日本歴史研究専攻後期博士課程在籍中．

「比婆荒神神楽の時空間：神楽場の民俗誌」（『民俗芸能研究』60号，2016年），「研究公演h石見大

元神楽i」（『総合研究大学院大学文化科学研究科 学術交流フォーラム2014 活動報告書』2015

年）．

梅 野 光 興（うめの・みつおき）

1962年生．大阪大学大学院文学研究科前期課程修了．高知県立歴史民俗資料館学芸員．

「解釈の技法・記憶の技法――高知県大豊町の蛇淵伝説――」（小松和彦編『記憶する民俗社会』人

文書院，2000年），「いざなぎ祭文の誕生」（斎藤英喜編『呪術の知とテクネー』森話社，2003年），

「妖怪譚――土佐の河童伝承を事例として――」（斎藤英喜編『神話・伝承学への招待』思文閣出

版，2015年）

永 松 敦（ながまつ・あつし）

1958年生．総合研究大学院大学文化科学研究科国際日本研究専攻博士後期課程修了．宮崎公立大学

教授．

『九州の民俗芸能――海と山と里と 交流と展開の諸相――』（鉱脈社，2009年），『狩猟民俗研究

――近世猟師の実像と伝承――』（法藏館，2005年），『狩猟民俗と修験道』（白水社，1993年）．



378

執筆者紹介（収録順，＊は編者）

＊斎 藤 英 喜（さいとう・ひでき）

1955年生．日本大学大学院文学研究科博士課程満期退学．佛教大学歴史学部教授．

『いざなぎ流 祭文と儀礼』（法藏館，2002年），『増補 陰陽道の神々』（思文閣出版，2012年），

『陰陽師たちの日本史』（角川選書，2014年）．

＊井 上 隆 弘（いのうえ・たかひろ）

1947年生．秋田大学鉱山学部鉱山地質学科中退，法政大学経済学部卒業．佛教大学総合研究所嘱託

研究員．

『霜月神楽の祝祭学』（岩田書院，2004年），「南九州の神楽における荒神」（『民俗芸能研究』第56

号，2014年），「三信遠における死霊祭儀」（『国立歴史民俗博物館研究報告』第142集，2008年），

「神楽と死者のまつり」（『佛教大学総合研究所紀要』第23号，2016年）．

梅 田 千 尋（うめだ・ちひろ）

1970年生．京都大学文学研究科博士課程日本史学専修単位取得退学（文学）．京都女子大学文学部

准教授．

『近世陰陽道組織の研究』（吉川弘文館，2009年），「近世の神道・陰陽道」（『岩波講座日本歴史』第

12巻，岩波書店，2014年）．

阿 部 泰 郎（あべ・やすろう）

1953年生．大谷大学大学院文学研究科博士後期課程（仏教文化専攻）単位取得退学．名古屋大学文

学研究科（2017年4月より人文学研究科）附属人類文化遺産テクスト学研究センター教授・セン

ター長．

『湯屋の皇后――中世の性と聖なるもの』（名古屋大学出版会，1998年），『聖者の推参――中世の声

とヲコなるもの』（同，2001年），『中世日本の宗教テクスト体系』（同，2013年）．

北 條 勝 貴（ほうじょう・かつたか）

1970年生．上智大学大学院文学研究科史学専攻博士後期課程単位取得満期退学．上智大学文学部准

教授．共編著『環境と心性の文化史』上・下（勉誠出版，2003年），共編著『寺院縁起の古層――

注釈と研究――』（法藏館，2015年），共著（北原糸子編）『日本災害史』（吉川弘文館，2006年）．

星 優 也（ほし・ゆうや）

1991年生．佛教大学大学院文学研究科歴史学専攻博士後期課程在籍中．

「荒木株と株講――記念碑・系図の祭祀と系譜の世界――」（『福知山市三和町草山の民俗――2013

年度「歴史文化フィールドワーク調査報告書」――』2014年），「h偽史iが創り出す民俗――『東

日流外三郡誌』を中心に――」（斎藤英喜編『神話・伝承学への招待』思文閣出版，2015年），「『神

 講式』の流布と展開」（『鷹陵史学』第42号，2016年10月）．


