
か

ど

づ

門
付
け
に
お
け
る
演
場
の
問
題

門
前
か
ら
座
敷
ま
で

朴

銓
烈

門付けにおける演場の問題(朴)

は
じ
め
に

旅
を
し
な
が
ら
芸
を
う
る
旅
芸
人

に
よ
る
門
付
け
は
、
具
体
的
な
芸
能
を

と
も
な
う
儀
礼

で
あ
り
、
行
な
わ
れ

る
場
所
は
門

(も
ん
)
前
と
そ
の
内
側

を
中
心
に
し
て
い
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。
門

(
か
ど
)
と
は
、
家

の
出
入

り
口
と
し
て
の
門
や
玄
関
を
指
す

こ
と
ば

で
あ
る
、
・と
同
時
に

一
家
や

一
族

あ
る
い
は

一
軒
の
家

の
意
味
で
も
使
わ
れ
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
「門
付
け
」
で

の

「門
」
と
は
、
前
者
の
場
合
に
は
門
付
け
儀
礼
が
行
な
わ
れ
る
中
心
的
空

間
自
体
を
、
後
者
の
場
合
に
は
門
付
芸
が
行
な
わ
れ
る
中
心
空
間
に
居
住
し
、

芸
能

の
物
質
的

ス
ポ
ン
サ
ー
に
な
る
も
の
と
定
義
し
た
い
。

こ
こ
で
は
、
門

付
け
が
行
な
わ
れ
る
門
と
そ

の
周
辺
で
あ
る
空
間
、
す
な
わ
ち
門
付
け
の
演

場

の
問
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

門
付
芸

の
演
場
は
、
門
を
中
心
に
し
た
場
所
と

い
え
る
の
だ
が
、
具
体
的

な
演
技
を
披
露
す
る
場
所
と
し
て
は
、
あ
る
程
度

の
広
さ

の
あ
る
空
間

で
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
迎
え
る
側

の
要
請
に
よ

っ
て
は
、
門
を
入
り
庭
や
座
敷
の

よ
う
な

一
定

の
広
さ

を
も

つ
空
間

で
芸
を
演

じ
る

こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り

「門
」
に
付
け
と
は
い
う
も
の
の
、
そ

の
芸
を
演
じ
る
場
所
は
門
前

(出
入

り
口
)
に
限
定
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
そ
の
場
の
空
間
的
状
況
や
門

の

(
一
軒

の
家
)
人
の
要
請
に
よ

っ
て
、
門
前

(辻
)
・
庭

・
座
敷
な
ど
、
ど

こ
で
も
門
付
芸
は
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
特
別
な
形
態

の
門
付
芸

の
例

で
は
あ
る
が
、
日
本
の
専
門
職

の
万
歳

の
中
に
御
座
敷
廻
り
の
万
歳
と

い
っ
て
門
に
付
け
な
い
、
す
な
わ
ち
門
前
で
は
演
じ
な
い
門
付
芸
す
ら
あ

っ

た
。門

付
け
す
る
側
は
、
各
家
を
訪
問
す
る
際
、
様

々
な
事
情
を
念
頭
に
お
き

な
が
ら
効
率
性
を
は
か
り
、
「
一
軒
当
り
の
所
要
時
間
を
増
す
代
わ
り
に
、
訪
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れ
る
軒
数
を
減
ら
す
か
」
あ
る
い
は

二

軒
当
り
の
所
要
時
間
を
減
ら
し
て

訪
れ
る
軒
数
を
増
や
す
か
」
を
調
節

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
調
節
と

は
、
ど
の
よ
う
な
形
で
芸
能
を
行
う

か
と

い
う
こ
と
な
の
だ
が
、
村
人
に
よ

る
門
付
芸

の
場
合
は
、
関
連
す
る
祭

り
の
日
程
と
訪
問
先

の
要
請
を
考
慮
し

て
辻

.
庭

・
座
敷
な
ど
の
演
場
を
決

め
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
専
門
職
人

に
よ
る
門
付
芸
の
場
合
は
、
彼
ら
が
払
う
労
働
力
と
そ
の
収
入
を
見
合
わ
せ

て
門
付
芸

の
演
じ
方
を
決
め
る
こ
と
に
な
る
。

一
、

門

前

・
庭

・
座

敷

「庭
踏
み

(
マ
ダ

ン
バ
ル
ビ
)」
は
韓
国

の
農
楽
隊
が
行
う
門
付
芸

の

一
形

態
で
あ
る
が
、
こ
の

「庭
踏

み
」
の
事
例
の
中
で
全
羅
北
道
益
山
市
の
コ
ル

グ
ン

(乞
窮
と
書
く
こ
と
も
あ
る
)

と
い
う
農
楽
隊
が
行
う
門
付
芸
か
ら
、

演
場
の
問
題
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

コ
ル
グ

ン
の
全
体
的
な
構
成
は
次

の
よ
う
で
あ
る
。
①

コ
ル
グ

ン
の
開
始

を
村
の
入
口
か
ら
村
人
に
告
げ
る
プ

ロ
セ

ス
の

「門
ク
ッ
」。
②
村

の
守
護
神

の
神
木
と
そ
の
周
囲
で
あ
る
堂
山

(ダ

ン
サ
ン
)
で
行
う

「ダ

ン
サ
ン
ク
ッ
」。

③
村
の
共
同
井
戸
で
の

「井
戸
ク

ッ
」。
④
村
の
中
の
道
を
行
進
し
て
い
る
農

楽
隊
が
門
付
け

の
対
象

の
家

の
門
前

に
着

い
た
時
に
行
う

「ト
ル
ダ

ン
サ
ン

ク
ッ

(神
迎
え

の
ク

ッ
)
」。

こ
の
あ
と
、
家
の
主
人
が
門
前
ま
で
出
て

一
行

を
迎
え
、
内
に
入
る
よ
う
に
請
う
と

一
行
は
内
に
入

っ
て

「
マ
ダ

ン
バ
ル
ビ
」

を
始
め
る
が
、
単
に
門
前
で
祓
い
の
芸
を
行
う
だ
け
で
米
や
祝
儀
を
も
ら

い
、

次

の
家

へ
と
向
う
こ
と
も
あ
る
。
⑤
訪
問
先

の
主
人
が
、

一
行
を
家

の
中
に

迎
え
れ
ば
、
庭
や
室
内
で
儀
礼
が
行
な
わ
れ
る
。
こ
れ
を

「
マ
ダ

ン
バ
ル
ビ
」

と

い
う
。
⑥
村
中

の
各
家

で
の
門
付
け
が
終
わ
る
と
堂
山
に
そ
れ
を
告
げ

る

「ナ

ル
ダ

ン
サ
ン
ク
ッ

(神
送
り
の
ク
ッ
)
」
を
す
る
。
⑦
村

の
広
場
で
農
楽

隊
の
技
芸
を
総
動
員
し
て
、
村
人
と
と
も
に
楽

し
む
プ

ロ
セ
ス
を

「パ
ン
ク

ッ
」
と
い
う
が
、
こ
れ
は
夕
方
か
ら
夜
遅
く
ま
で
焚
き
火
の
ま
わ
り
で
行
な

わ
れ
る
。

こ
の
門
付
芸
の
行
事
の
中

で
④

「ト

ル
ダ
ン
サ
ン
ク
ッ
」
と
⑤

「
マ
ダ
ン

バ
ル
ビ
」
は
、

「門
に
付
け
る
」
に
相
当
し
、
そ
の
演
場
は
各
家
の
門
と
そ
の

内
側
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

「ト
ル
ダ

ン
サ
ン
ク
ッ
」
は
必
ず
し
も

「
マ

ダ

ン
踏
み
」
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
家
に
よ

っ
て
は
新
宗
教

の
信
者
や
家
に
不
浄

(ケ
ガ
レ
)
が
あ
る
な
ど
の
理
由
で

「ト

ル
ダ
ン
サ
ン

ク

ッ
」
す
ら
受
け
入
れ
な

い
場
合
も
あ
る
。
な
お
門
前
で
行
う

「ト
ル
ダ

ン

サ
ン
ク

ッ
」
だ
け
行
う
場
合

で
も
、
そ
の
家
は
門
前
に
米
や
祝
儀
を
用
意
し

て
、
農
楽
隊
に
返
礼
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

農
楽
隊
が

「ト
ル
ダ
ン
サ
ン
ク
ッ
」
を
行
う
と
、
そ
の
家

の
主
人
が
門
前

に
出
て
、

一
行
に
家

の
中
に
入
る
よ
う
に
乞
う
と

「
マ
タ
ン
バ
ル
ビ
」
が
始

ま
る
。

一
行
は
庭
に
入
る
と
、
庭
に
令
旗
を
立
て
て
五
方
陣
と
い
う
行
進

の

舞

で
庭
の
地
神
を
鎮
め
る
。

こ
れ
を

「
マ
ダ

ン
ク
ッ
」
と
い
う
。
次
に
、
そ

の
家

の
神
を
祀
り
祝
福
を
祈
る
演
目
で
あ
る

「告
祀
ク
ッ
」
を
行
う
。
「告

zss



門付 けに お ける 演場 の 問題(朴)

図1福 井県春江町の獅子舞による門付け(筆 者撮影)

図2韓 国の農楽に よる門 と台所 での儀礼(筆 者撮影)

祀
ク
ッ
」
は
板
の
間
に
用
意
さ
れ
た
供
物

の
膳

の
前

で
、
農

楽
隊
員
中

の
サ
ン
セ

(告
祀
文
と

い
う
祝
詞
の
唱
え
役
で
あ

り
、
農
楽
隊

の
リ
ー
ダ
ー

で
こ
の
儀
礼

の
中
心
的
役
割
を
果

た
す
)
が
、
地
神
を
讃
え
る
祝
詞
を
唱
え
る
も

の
で
あ
る
。

板

の
間
に
農
楽
隊
全
員
が
あ
が
る
こ
と
は
な
い
。
四
十
余
名

の
農
楽

隊
員

の
中

で
、
サ

ン
セ
と
ブ
セ

(副
サ

ン
セ
の
意
)

二
人
が
板
の
間
に
あ
が
り
、
城
主
解
き

(家

屋
の
守
護
神
を

鎮
め
る
祝
詞
)
や
諸
家

の
神
を
鎮
め
、
厄
祓

っ
て
か
ら
各
部

屋
に
入

っ
て
清
め
る
。
引
き
続
き
台
所
の
儀
礼

で
あ
る

「ジ

ョ
ン
ジ
ク

ッ
」
で
あ
る
が
、

こ
の
時
に
も
サ
ン
セ
や
ブ
セ
が

中
心
に
な
る
。
他

の
農
楽
隊
員
は
、
庭

に
立

っ
て
楽
器
を
鳴

ら
し

つ
づ
け
る
。
サ

ン
セ
と
ブ

セ
は
台
所
に
入
る
が
、
そ
こ

に
は
カ

マ
ド
に
大
き
な
鉄
の
釜

の
蓋
が
逆
さ
ま
に
し
て
あ
り
、

そ
の
上
に
供
物
が
供
え
ら
れ
て
い
る
。
サ

ン
セ
と
ブ

セ
は
カ

マ
ド

の
周
り
を
祓

い
、
農
楽
に
合
わ
せ
て
舞

っ
て
か
ら
台
所

の
儀
礼
を
終
え
る
。
そ

の
次
も
サ

ン
セ
と
ブ
セ
に
よ

っ
て
屋

敷
の
後
庭
に
あ
る
味
噌
置
き
場
の
祓

い
と
楽
器
の
演
奏
が
行

な
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
家
に
よ

っ
て
は
牛
小
屋
や
便
所

の
祓

い
を
行
う
。
最
後
に
は
、
庭
で
の
遊
び
の
意
味

で
あ
る

「
マ

ダ

ン
ノ
リ
」
が
行
な
わ
れ

る
。

こ
の
時
、
庭
で
踊
り
や
農
楽
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隊
員

の
技
が
披
露
さ
れ
る
。
こ
う
し
て

一
軒
で
の

「
マ
ダ

ン
バ
ル
ビ
」
は
終

わ
る
。

一
行
と
主
人
は
あ
い
さ

つ
を

か
わ
し
、
運
び
役
の
農
楽
隊
員
は
、
供

物
の
米

・
果
物

・
酒
、
そ
し
て
金
を
ま
と
め
て
そ
れ
ぞ
れ

の
袋
に
入
れ
て
背

負
い
、
そ
の
家
を
出
る
。

こ
の
よ
う
な
プ

ロ
セ
ス
で
農
楽
隊

は
次
か
ら
次

へ
と
門
付
け
を
続
け
る
こ

と
に
な
る
が
、
各
家

の
事
情
に
よ
り
、
門
前
、
庭
で
、
あ
る
い
は
室
内
ま
で

と
い
う
よ
う
に
演
場

の
範
囲
は
違

っ
て
く
る
。
門
付
け
を
ど
こ
ま
で
迎
え
入

れ
る
か
と
い
う
空
間
的
な
奥
床
し
さ

は
、
迎
え
る
側

の
芸
に
対
す
る
認
識
や

信
仰
心
が
反
映
さ
れ
る
と

い
っ
て
よ

い
。

し
か
し
、
例
外
と
し
て
門
付
け

の

信
仰
的

・
芸
能
的
な
意
味
や
役
割
を

認
め
て
い
る
家
で
あ

っ
て
も
、
農
楽
隊

の

一
行
が
奥
ま
で
入
ら
な

い
場
合
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
出
産

・
死
亡
な
ど

の
不
浄

の
場
合
や
供
物
の
用
意
さ
え
困
難
な
貧
し
い
家

の
場
合
に
は
、
門
付

け
の
儀
礼
は
控
え
ら
れ
た
。
貧
し
さ

の
程
度
に
よ

っ
て
は
、
膳
の
上
に
清
水

一
杯
だ
け
を
供
え
る
こ
と
も
あ
る
。

そ
し
て
芸
を
行
う
側
も
訪
問
先

の
事
情

を
計
り
、
直
物
的
な
返
礼
が
期
待

で
き
な
い
に
し
て
も
、
迎
え
側

の
要
請
さ

え
あ
れ
ば

「ト
ル
ダ
ン
.サ
ン
ク
ッ
」
や

「
マ
ダ

ン
バ
ル
ビ
」
を
行

っ
た
。

日
本
の
門
付
芸
に
お
け
る
演
場
の
問
題
も
、
韓
国
の
場
合
と
類
似
し
た
観

点
か
ら
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

来
訪
の
門
付
芸
人
は
門
前
に
着
き
、
そ

の
家

の
迎
え
入
れ
る
態
勢
を
見
計
ら

っ
て
か
ら
、
徐

々
に
奥
ま
で
入
る
。
そ

れ
は
庭
ま
で
で
止
ま
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
玄
関
ま
で
、
あ
る
い
は
座
敷
ま
で

上
が

っ
て
芸
を
行
う

こ
と
も
あ
る
。

演
場
に
な
り
う
る
空
間

の
選
択
に
は
、

迎
え
る
側

の
態
勢
や
、
訪
れ
る
側
の
都
合
な
ど
が
決
め
手
に
な
る
。
演
場
に

な
る
空
間
は
、
門
の
外
側
か
ら
奥
に
至
る
ま
で
、
い
く

つ
か
の
段
階
が
あ
り
、

演
場

の
選
択
は
常
に

一
定
し
て
は
い
な

い
。
門
付
芸
は

「門
」
と
い
う
名
称

を
も

つ
儀
礼
で
は
あ
る
が
、
出
入
り

口
と
し
て
の

「門
」
が
、
必
ず
し
も
そ

の
演
場
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
事
例
と
し
て
、
筆
者
が
調

査
し
た
青
森
県
下
北
郡
東
通
村
大
利
の
門
付
け
儀
礼
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

大
利
で
正
月
二
日
と
三
日
に
行
な
わ
れ
る
門
付
芸
は
、

「門
打
ち
」
と
い
う

名
称
で
、
村

の
行
事
と
し
て
敬
神
会
の
メ
ン
バ
ー
に
よ

っ
て
行
な
わ
れ
て
い

る
。
「門
打
ち
」

一
行

の
人
数
は
、
時
間
に
よ

っ
て
増
減
が
あ
る
が
、
十
二
人

な
い
し
二
十
人
で
あ
る
。
「門
打
ち
」

の

一
行
が
道
に
沿

っ
て

一
軒
の
家
に
入

る
と
き
、
ま
ず
ホ
ラ
貝
を
吹
い
て
、
そ
し
て
庭
を
通

っ
て
玄
関
先
に
着
く
。

そ
こ
で
先
頭
の
ボ
ン
デ

ン
を
持

つ
別
当
と
熊
野
様

(獅
子
頭
)
と
隠
居
頭

(獅

子
頭
)
だ
け
が
玄
関

(大
利
で
は
ト
リ
と
い
う
)
に
入
る
。
主
人
は
供
え

の

膳
を
用
意
し
て

一
行
を
迎
え
る
。
そ
し
て
各
種
楽
器
を
持

つ
人
は
庭
で
楽
器

を
鳴
ら
し
始
め
る
。
す
る
と
玄
関
の
別
当
は
室
内
に
む
か
っ
て
ボ

ン
デ
ン
を

振

っ
て
祓
い
を
行
な

い
、
そ
れ
が
終
わ
る
と
獅
子
頭
を
舞
わ
せ
る
。
家
に
よ

つ
て
は
、
こ
の
獅
子
頭

の
舞
ま
で
で

一
軒
の
儀
礼
を
終
え
る
こ
と
も
あ
る
が
、

筆
者

の
調
査
で
は
、

こ
の
よ
う
に
玄
関
で

「門
打
ち
」
を
終
え
る
家
は

一
日

に
五
軒
以
下
で
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
で
他
地
か
ら
赴
任
中

の
小
中
学
校
教
員
を
除
い
た
大
利

の
実
質
世

帯
数
は
三
十
四
軒

(
一
九
人
五
年
)

で
あ
る
が
、
「門
打
ち
」
は
こ
の
三
十
四
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軒
を
二
日
間
に
わ
た

っ
て
訪
問
す
る

こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

つ
ま
り

一
日
に

十
七
軒
で
あ
る
。

こ
こ
で

一
日
の
門
付
け
が
可
能
な
時
間
を
午
前
十
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で
と
す
る
と
、

一
軒
当

り
の
門
付
芸
に
要
す
る
時
間
は
約
二
十

分
に
な
る
。

一
軒
に
約
二
十
分
を
か
け
て
の
門
付
芸
は
、
別
当

の
祓
い
や
熊

野
様

の
舞
、
そ
し
て
家
族

一
人

一
人

を
獅
子
頭
で
噛
む
祓

い
な
ど
、
信
仰
性

の
濃

い
儀
礼
的
演
目
に
引
き
続
き
、

鑑
賞

の
た
め

の
芸
能
を
披
露
す
る
こ
と

が
可
能
に
な
る
。
そ
の
芸
能
と
は

一
行
が
部
屋
に
上
が

っ
て
神
棚
の
前

で
演

ず
る
手
踊
り
で
あ
る
。

一
行

の
中
で
比
較
的
若

い
人
が
、
座
敷

(大
利
で
は

ジ

ョ
イ
と
い
う
)
に
上
が

っ
て
、
庭

で
鳴
ら
し
て
い
る
拍
子
に
合
わ
せ
て
手

踊
り
を
披
露
す
る
の
だ
が
、
そ
う
す

る
と
家
に
よ

つ
て
は
供
え
物
と
は
別
に

オ

ハ
ナ

(花
)
を
出
す

こ
と
も
あ
る
。
こ
の
手
踊
り
の
芸
ま
で
終
わ
る
と
、

一
行
は
主
人
が
用
意
し
た
酒
を
飲
ん

で

一
服
す
る
。
こ
こ
で
し
ば
ら
く
休
み

を
と
り
、
あ

い
さ

つ
を
か
わ
し
て
、

そ
の
家
を
出
る
。

大
利
の
門
付
け
で
は
、
部
屋

の
中
ま
で
来
訪
者
が
入
る
と
い
っ
て
も
、
全

員
が
入
る
の
で
は
な
く
、
別
当
や
熊

野
様
、
そ
し
て
手
踊
り
の
人
な
ど
の
限

ら
れ
た
人
だ
け
が
入
り
、
他
の
人
は
庭
で
楽
器
を
鳴
ら
し
続
け
て
い
る
。
門

付
け
が
次
か
ら
次

へ
と
移
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
機
動
性
の
要
求

や
、
訪
問
先

の
室
内
が
狭
く
、
太
鼓
な
ど
の
楽
器
は
室
内
ま
で
は
入
り
に
く

い
と

い
っ
た
理
由
に
よ

っ
て
、
実
際

に
は
門
付
芸
の

一
行

の
中
で
代
表
役
だ

け
が
室
内
に
入
る

の
で
あ
る
。
迎
え

る
側
は
、
門
付
芸
の
全
員
で
は
な
く
、

別
当

・
獅
子
頭

・
踊
り
手
だ
け
を
奥
ま
で
迎
え
入
れ
る
だ
け
で
も
最
善
の
礼

は

尽

く

し

た

こ

と

に

な

る
。

二
、
庭

の
芸
と
座
敷

の
芸

門
付
芸
が
行
な
わ
れ
る
揚
所
は
、
迎
え
入
れ
る
側
の
意
思
に
よ

っ
て
決
め

ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
そ
の
家

の
領
域

の
も

っ
と
も
周
辺
的
な
場
所
で
あ
る
門

前

で
済
ま
せ
て
し
ま
う

こ
と
も
あ
れ
ば
、
さ
ら
に
奥
ま
で
入
ら
せ
て
、
神
棚

や
仏
壇
な
ど
の
そ
の
家

の
も

つ
と
も
奥
ま

っ
た
場
所
で
行
う
こ
と
も
あ
る
。

前
者
を
訪
れ
る
側
と
迎
え
る
側
と

の
浅
い
ヤ
リ
ト
リ
と
い
え
る
と
す
れ
ば
、

後
者
は
深
い
ヤ
リ
ト
リ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

一
軒

一
軒

の
門
付
芸
で
演

じ
ら
れ
る
芸
の
量
や
質
、
そ
し
て
ヤ
リ
ト
リ
の
量
や
質
は
、
演
場
の
設
定
と

直
接

つ
な
が

っ
て
い
る
。
迎
え
た
家
が
よ
り
奥

の
場
所
を
演
場
に
す
る
こ
と

は
、
迎
え
る
側
の
門
付
け
に
対
す
る
認
識
の
表
現
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ

.つ
。韓

国
の
農
楽
隊
は
、
門
付
け

の
と
き
新
築

の
家
に
あ
た
る
と
、

つ
い
で
に

新
築
儀
礼
の

「ジ
プ
ド
ウ
リ

(新
屋
入
り
の
意
味
)
」
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。

こ
れ
は
サ
ン
セ
が
新
屋
の
た
め

の
祝
詞
を
唱
え
な
が
ら
各
部
屋

・
各
柱

・
家

の
隅

々
を
清
め
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
普
通
の
家
よ
り
演
ず
る
時
間

が
長
く
な
り
、

一
行

は
御
馳
走
で
も
て
な
さ
れ
る
。
そ
の
家
か
ら
は
祝
儀
や

米
も
特
別
に
多
く
出
る
。

こ
う
し
て
神

の
使
者

の
役

の
農
楽
隊
に
家
を
清
め

て
も
ら
い
、
そ
し
て
彼
ら
を
も
て
な
し
、
新
築

の
事
実
を
神
と
村
人
に
公
認
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し
て
も
ら
う

の
で
あ
る
。

こ
の
儀
礼

の
演
場
は
、
庭

・
板

の
間

・
台
所
な
ど

を
含
め
、
そ
の
屋
敷
地
と
建
物
全
体

が
演
場
に
な
る
。

日
本
の
大
利
で
は
村
人
に
よ
る
新
築
儀
礼
を

「屋
固
め
」
と
い
い
、
正
月

二
日
と
三
日
、
敬
神
会
に
よ
る

「門
打
ち
」
と
並
行
し
て
行
う
。
「屋
固
め
」

は
各
部
屋
や
屋
敷
内

の
全
体
を
対
象

に
し
て
祓

い
と
清
め
を
行
な

い
、
新
屋

へ
の
神

々
の
祝
福
を
祈
願
す
る
。

村
人
に
よ
る
門
付
け
の
場
合
、
迎
え
る
側
の
事
情
や
訪
れ
る
側

の
状
況
に

よ

っ
て
、
演
場
は
自
然
な
か
た
ち

で
決
ま
り
、

こ
の
演
場
は
両
者
の
ヤ
リ
ト

リ
の
深
さ
を
無
言
で
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

一
方
、
門
付
芸
の
専
門
職
人
の
場

・

合
、

一
軒
の
門
前
か
ら
次
の
家
の
門
前

へ
と
歩
く
だ
け
と
、
訪
問
先

の
主
人

に
呼
ば
れ
て
庭
や
座
敷
ま
で
入

っ
て
芸
を
演
ず
る
の
と
で
は
、
収
入
に
大
き

な
差
が
あ

っ
た
。
韓
国
に
お
い
て
、

部
屋
ま
で
上
が
ら
せ
て
も
ら
え
な
か

っ

た
門
付
芸
人
カ
ク
ソ
リ
は
、
物
乞

い
に
近

い
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
た
が
、
部

屋

の
奥
ま
で
迎
え
入
れ
ら
れ
た
門
付

け
芸
人
の
パ
ン
ソ
リ
広
大
は
、
カ
ク
ソ

リ
と
は
区
別
さ
れ
、
門
付
芸
人
の
中

で
は
上
品
な
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
て
い

た
。
ま
た
、
日
本

の
門
付
け
芸
人
で
あ

る
万
歳
師

の
身
分
の
区
別
に

つ
い
て
、

後
藤
淑
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

知
多
万
歳
に
は
門
付
け
万
歳

・
御
殿
万
歳

・
檀
那
場
万
歳
と
い
う
三
種

類
が
あ
る
よ
う
で
、
門
付
け
は
家

々
の
門
で
行
う
も
の
、
御
殿
は
祭
礼

な
ど
に
舞
台
で
行
う
も
の
、
檀

那
場
は
檀
那

の
家
に
い
っ
て
行
う
も
の

で
あ

っ
た
。
ま
た
庭
万
歳

・
座
敷
万
歳
な
ど
と

い
う
所
も
あ
る
。
(奥
三

河
地
方
)
。
庭
万
歳
は
庭
で
行
う
も
の
、
座
敷
万
歳
は
座
敷
に
上

っ
て
行

う
も
の
で
、
庭
万
歳
よ
り
座
敷
万
歳
の
方
が
身
分
の
い
い
も
の
と
考
え

ら
れ
て
い
た
。

こ
の
万
歳
の
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
専
門
職
人
の
門
付
け
の
演
場
が
、

門
前
か
ら
部
屋
の
奥
に
近
づ
く
ほ
ど
、
高
級
な
も
の
と
評
さ
れ
る
傾
向
が
あ

つ
た
。

こ
の
よ
う
な
ラ
ン
ク
づ
け
が
生
じ
た
の
は
、
門
付
芸

の
演
者
が
、
自

分
ら
を
物
貰

い
の
群
れ
と
区
別
し
て
も
ら
い
た

い
と
い
う
気
持
ち
が
あ

っ
た

か
ら
で
あ
ろ
う
。
演
場
に
ラ
ン
ク
づ
け
し
よ
う
と
す
る
感
覚
は
彼
ら
を
迎
え

る
村
人
の
側
に
も
働

い
て
い
た
。
村
人
は
、
来
訪
者
を
迎
え
る
時
、
門
前
で

の
ヤ
リ
ト
リ
で
終
え
る
よ
り
も
、
彼
ら
を
家
に
入
ら
せ
て
、
室
内
で
儀
礼
を

行
う
方
が
、
よ
り
豊
か
で
有
徳
な
人
の
も
て
な
し
方
だ
と
思

っ
て
い
た
と

い

え
よ
う
。

ま
と
め

実
際
、
筆
者
が
門
付
芸
の
現
場
を
観
察
し
た
時
、
家

の
奥
で
行
わ
れ
る
芸

の
方
が
、
門
前
で
済
ま
さ
れ
る
芸
よ
り
も
、
迎
え
る
側
と
訪
れ
る
側
の
間
で
、

よ
り
深
い
ヤ
リ
ト
リ
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

儀
礼
に

つ
い
て
両
者
が
強
い
信
仰
を
も
ち
、
心
か
ら
の
交
流
が
行
わ
れ
、
返

292



礼
も
そ
れ
に
比
例
す
る
こ
と
が
分
か

っ
た
。

門
付
芸
の
演
場
は
、
単
に
便
宜
的

に
決
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
儀
礼
に

関
わ
る
人
々
の
信
仰
上

の
姿
勢
が
影

響
す
る
。
さ
ら
に
儀
礼
進
行
上

の
時
間

的
配
分
、
演
目
な
ど
に
よ

つ
て
、
門

前
か
、
庭
か
、
座
敷
か
、
あ
る
い
は
こ

れ
ら
を
段
階
的
に
展
開
し
て
い
く
か
が
決
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

門付けにおける演場の問題(朴)
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