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書評 と紹介

井
上

隆
弘

著

『

霜
月
神
楽
の

祝
祭
学
』

　
　
　
岩
田
書

院
　
二

〇
〇
四

年
九
月
刊

A5

判

四
〇
五
頁

　
八

四

〇
〇

円
＋

税

長

　
澤

　
壮
　
平

　
民
俗
芸
能

研
究
は

現
在、

社
会

科
学
の

方
法
や

近

隣
諸
国
の

事
例
と

の

比

較
な

ど、

さ
ま

ざ
ま

な

ア

プ

ロ

ー
チ

に

よ

り
展
開
さ
れ

て
い

る
が、

芸

能
の

所
作
な

ど
の

様
式
そ

の

も

の

を
対
象
と

し
た

芸
態
研
究
の

限
界
や

、

昭

和
初
期
か

ら
採
用
さ

れ

て

き

た

神
楽
の

分
類
の

見
直
し

な

ど
、

な

お

も

多
く

の

課
題
を
抱
え
て

い

る
。

こ

の

状
況
に

あ
っ

て

本
書
は、

代
表

的
な

民

俗
芸
能
の

ひ

と

つ

で

あ
る

霜
月

神
楽
を
対
象
に、

民
俗
芸
能

研
究
に

お

け
る

現
在
的
な
課
題
の

い

く
つ

か

に

対
し

て

新
し

い

方
向

性
を

提
案
す
る

意
欲
的
な
著

作
と

な
っ

て

い

る
。

本
書
は、

一

九

九
四

年
か

ら

二

〇
〇
〇

年
に

か

け
て

す
で

に

発
表
さ
れ
た

論
文
に

大

幅
に

手
を
加
え
た

う
え

で
、

新
た

に

書
き

下
ろ

し
た

論
文
を
加
え

た

も
の

で

あ
り、

対

象
と

な
る

奥
三

河
の

地
に

足
を
踏
み
入
れ

て

か

ら

二

〇

年
ほ

ど
の

歳
月
を

経
た
、

著
者
の

神
楽
研
究
の

集
大
成
と

も

い

え

る

も
の

で

あ
る

。

全
体
は

二

部
に

分
か

れ

て

お

り、

第
｝

部
で

は

花

祭
を

中
心
と
し

て

舞
の

構
造

分
析
が

展
開
さ

れ
、

第
二

部
で

は

霜
月
神
楽
全
般
が
お

も
に

古
文

書
読
解
に

基

づ

い

て

議

論
さ

れ
て

い

る。

　
構
成
は

以

下
の

と

お

り

で

あ

る
。

序
説

第
一

部
　
舞
の

宇
宙

　

第
一

章
　
花
祭
の

舞
の

形
態

　

第
二

章
　
神
楽
に

お

け
る

神
下
ろ

し

の

舞

　

第
三
章

　
花
祭
の

舞
と

椎
葉
神
楽
の

舞

　
第
四
章

　
花
祭
の

鬼

第
二

部
　
祭
儀
の

森

　
第
五
章

　
「

神
子
入
り

」

と

祭
祀
の

構
造

　
　
　
　

　
　
ー

長
野

県
天

龍
村
坂
部
を
中
心
と
し

て

ー

　
第
六
章

　
湯
立
・

穀
霊
・

死
霊
鎮
め

ー
こ

つ

の

「

玉

取
り

」

1

　
第
七
章

　
霜
月

神
楽
に

お

け

る

破
邪
の

舞

　
終
　
章

　
神
楽
研
究
の

地
平

　
　
　
　

　
　
−
岩
田

勝
著
『

神
楽
源
流
考
』

の

方
法
を
め

ぐ
っ

て

ー

　
以

下、

本
書
の

内
容
を
順
を
追
っ

て

紹
介
し

て
い

き

た
い

。

　
第
一

部
で

は、

花
祭
を
中
心
と

し

た

霜
月
神

楽
全

般
の

諸

事
例
に

お

け

る
舞
の

空

間
構
造
を
ま

ず
提
示

し

た

う
え

で、

文
書、

口

伝、

先
行

研
究

な
ど
を
適

宜
参
照

し
な
が

ら、

舞
に

こ

め

ら
れ

て
い

る

意
味
を
読
み

解
い

て

い

く
と

い

う

方
法
が
と

ら

れ

る
。

舞
の

所
作

が
造
形
し
て

い

く
空

間
構

造
の

形
態
や、

所

作
の

形
式

的
な

性
格
（
た
と

え
ば
方
向
性
や
垂
直

性
∀

を、

舞
の

意
味
を

追
究
す
る

う
え

で

の

基
礎
と

す
る

の

は
、

管
見
の

か

ぎ

り
で

は
芸

態
研
究
に

お

け
る

ま
っ

た

く
新
し
い

＋
刀

法

で

あ
る

。

ま

ず

第
］

章
で

は、

花
祭
に

お

け
る
舞
の

空

間
秩
序
が

提
示
さ

れ

る
。

「

地
同
め

の

舞
」

と

い

う
演
目
は、

「

五

方
式
」

・
「

入
り

目
」

・
「

へ

ん
べ

」

な

ど

と

い

っ

た

所
作
の

次
第
に

よ

っ

て

空
間
秩
序
を

創
出

し
て

い

く
。

こ

の

「

地
固

（841）213
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め

の

舞
」

は

二

人
に

よ
る
演

目
で、

後
に

続
く

演
目
の

基
本
的
な
構
造
を

な

し

て

い

る
。

続
い

て
、

三

人
に

よ

る

「

三

つ

舞
」 、

四
人

に

よ

る

「

四

つ

舞
」 、

同
じ

く
四
人
に

よ

る

「

ゆ

ば
や

し
」

へ

と

進
行
す

る

な

か

で
、

単
純
で

あ
っ

た

空

間
秩
序
が

枝
葉
を
広
げ
る

よ

う
に

創
出
さ
れ
て

い

く
。

そ

し

て
、

祭
り

全

体
の

ク

ラ

イ
マ

ッ

ク

ス

で
、

湯
釜
に

お

い

て

行
わ
れ
る

「

湯
を
は

や

す
」

所
作
が、

そ
の

空
間
の

頂
点
に

仕
組
ま

れ
て

い

る
と

す

る

の

で

あ
る

。

　

第
二

章
で

は、

所
作
の

意

味
の

慎
重
な

検
証
を

行
い
、

第
一

章
で

提
示

さ

れ

た

空

間
構
造
に

い

わ
ば
肉

付
け
し

て

い

く

よ

う
な
議
論
が

展
開
さ
れ

る
。

そ

こ

で

は
、

島
根

県
の

大
元

神
楽
な
ど

に

見
ら

れ

る

神
下
ろ

し
の

神

楽
を
参
照
し
な

が

ら、

「

入

る
」

と

い

う
キ

ー

ワ

ー

ド

に

基
づ

い

て、

花

祭
に

お

け
る

「

入

り
目

」

と

い

う

所

作
が

神
下
ろ

し

に

あ
た
る

と

さ
れ

て

い

る
。

さ

ら

に
、

こ

の

「

入
り

目
」

に

よ

っ

て

舞
手
は

わ

が

身
に

神
を
勧

請
し

パ

ワ

ー

ア

ッ

プ
を
は

か

り、

空
間
秩
序
を
創
出
し

て

い

く
力
を
得
る

と

い

う
。

　

第
三

章
に

お

い

て

は、

舞
の

空

間
の

全

体
構
造
の

意
味
が、

宮
崎
県
の

椎
葉
神
楽
と

の

比

較
検
討
の

な
か

で

追
究
さ

れ
る

。

そ

こ

で

議
論
の

中
心

と

な

る

の

は、

舞
手
が

対
角
に

相
対
し
て

角
か

ら

角
へ

入

れ

替
わ

る

よ

う

な、

角
を
「

割
る
」

所
作
と

、

舞
手
が
地
を
踏
み

し

め

る

「

固
め
」

の

所

作
で

あ
る

。

こ

れ

ら

の

所
作
は
、

「

三

つ

舞
」

「

四

つ

舞
」

な

ど
の

演

目
で

繰
り

返
し

行
わ

れ

る

基

本
的
な

動
作
で

あ
る。

空

間
を

形
成
す
る

こ

れ

ら

の

所
作
の

意
味
が、

文

書
資
料
や

口

伝
な
ど

を
も

参
照
し

つ

つ

椎
葉

神
楽

と

比

較
す
る

中
で

明
ら

か

に

さ

れ

て

い

く
。

そ

の

結
果、

「

割
る
」

所

作

は

陰
陽
道
か

ら

取
り

入

れ
ら
れ
た

も
の

と

さ

れ、

さ

ら

に、

仏
教
儀

礼
の

修
正

会
に

み

ら

れ

る

四

天
王

の

勧
請
に

よ

る

四
方
結
界
と、

密
教
の

修
法

で

あ
る

五

大
明
王

の

勧
請
に

よ

る

五

方
結
界
と

が

加
え

ら

れ
た

と

す

る
。

そ
し

て
、

文
書
資
料
の

記
述
に

拠
り
な

が

ら
、

そ

の

意
義
を

「

大
地
と

そ

れ
に

よ

っ

て

た

つ

共

同
体
の

浄
化
と

再
生
」

と

し

て

い

る
。

　
第
四

章
「

花
祭
の

鬼
」

は
、

前
の

三

章
と

は

あ
る

程
度

独
立

し

た

内
容

に

な
っ

て

い

る
。

花
祭
で

最
も

目
立
っ

た

存

在
は
「

榊
鬼
」

で

あ
る

が、

こ

れ
ま
で

あ
ま

り

論
じ
ら

れ

な

か

っ

た

「

山
見
鬼
」

が

本

章
に

お

け
る

焦

点
と

な
る
。

山
見
鬼
は

花
祭
に

お

い

て

最
初
に

登
場
す
る

鬼
で、

舞
処
の

中
央
に

あ
る

釜
の

う

え

で

マ

サ

カ

リ
を

振
る

う
「

釜

割
り

」

の

所

作
が
見

ど
こ

ろ

に

な

っ

て

い

る
。

ま

ず
、

近
隣
の

諸
事
例
に

お

け

る

鬼
を

参
照
し

な
が

ら、
「

見
る
」

「

切
る
」

と

い

う、

鬼
の

基
本
的
な

所

作
の

意

味
が

検

討
さ

れ
る

。

こ

れ

に

よ
っ

て
、

「

見
る

」

こ

と

が
「

道
を
開
く

」 、

「

切
る
」

こ

と

が

「

道
を

開
く

」

「

清
め

る
」

を

意
味
す
る
こ

と

が

そ

れ
ぞ
れ

提
示

さ

れ

る
。

そ

の

う
え

で、

山
見
鬼
は

、

鬼
門
を

「

見
」 、

魔
障
を

退
け

た

う
え
で、

マ

サ

カ

リ

で

釜

を

「

切
っ

て
」

魔
障
を

払
う
と

さ
れ

る
。

重
要

な
点
は、

そ

れ
が

中
央
に

あ

る

釜

を
割
る

の

で

は

な

く
、

花
祭
で

は
祭
場

全
体
を
意
味
す
る

「

山
」

を

割
る

こ

と

で

あ
る

。

つ

ま
り、

最
初
に

登
場

す
る

鬼
で

あ
る

山
見
鬼
は
、

「

釜

割
り

」

の

所

作
に

よ

っ

て

舞
処

全
体
の

魔
障
を
払
う

。

そ

し

て
、

こ

れ

に

よ

っ

て

は

じ

め

て

主
要
な
次
第
が

行
え

る

よ

う
に

な
る
と

い

う
の

で

あ
る
。

続
い

て
、

花
祭
の

主
要
な
鬼
で

あ
る

　
　
　
　

　
　
　
　へ
ん

ば
い

「

榊
鬼
」

の

所
作
「

反
閇
」

が

考
察
さ

れ

る
。

ま

ず
榊
鬼
の

反
閇
が

陰
陽

道
・

密
教
の

悪
魔
を

払
う
呪
術
で

あ
る

こ

と

が

提
示
さ

れ

る
。

次
い

で
、

マ

サ

カ

リ

を

振
る

う

「

悪
魔
切
り

」

が

「

反

閇
」

へ

と

推
移
し

た
と

さ

れ
、

ま

た、

か

つ

て

の

土
公
神
の

信
仰
に

関
わ

る

反
閇
が、

や
が

て

陰
陽

道
・

密
教
の

呪

術
に

変
容
し

た

な

ど

と

し

て
、

歴
史

的
変
遷
が
跡
づ

け
ら

れ

る
。

こ

れ

に

よ
り、

「

反

閇
を

踏
む

鬼
」

の

ユ

ニ

ー

ク

さ

が

強
調
さ

れ

214（842）
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る

の

で

あ
る

。

　

第
二

部
「

祭

儀
の

森
」

で

は、

第
一

部
の

議
論
と

は

異
な

り、

歴

史
的

な

問
題
に

比
重
が
置
か

れ

て

い

る
。

ま

ず
、

第
五

章
に

お

け

る

問
題

は
、

霜
月
神
楽
が
い

か

に

し
て

形
成
さ

れ

た

か

で

あ
る
。

こ

れ

を

検
討
す

る

に

　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
か

　

ご

あ
た
っ

て
、

長
野

県
天
竜

村
坂

部
の

「

神
子

入
り

儀
礼
」

に

焦

点
が

当
て

ら

れ
る

。

「

神
子
」

と

は
、

一

般
の

村
人
で

祭
り

の

と

き

に

特
定
の

神
役

と

し

て

奉
仕
す

る

者
の

こ

と

で
、

「

神
子
入
り

儀
礼
」

は
、

新
し
い

神
子

を

生
み

出
す

儀
礼
を

き

す
。

「

神
子

入

り
儀

礼
」

は

在
地
の

神
に

関
わ
る

祭
り

の

中
で

行
わ
れ
る

も
の

で

あ
り

村
落
共

同
体

内
に

て

完
結

す
る。

他

方、

外
部
か

ら

の

宗
教
者
の

影
響
に

よ
っ

て

ム

ラ

の

な
か

に

祀
ら
れ

な

い

「

火
の

王
・

水
の

王
」

が

祀
ら

れ
る

よ
う
に

な
っ

た
。

こ

の

議

論
の

な

か

で

浮
か

び

上
が

っ

て

く
る

の

は、

在
地
の

神
の

祭
り

と

外
部
か

ら
の

神
の

祭
り

と

の

対
照
で

あ
る

。

坂
部
に

お

け
る

「

九
月
の

祭
り

」

は

在
地
の

神

の

祭
り

で

あ
り、

「

霜
月

祭
」

は

在
地
の

神
の

祭
り

と

外

部
か

ら
の

神
の

祭
り

が

混

合
し

た

も
の

と

き
れ

る
。

こ

の

坂
部
特

有
の

祭

祀
の

あ

り

方

は、

近
世
初
期
の

天
正

検
地
に

よ
っ

て

専
門

的
宗
教
者
の

支
配
力
が

後
退

す
る

な

ど

の

歴
史
的
経

緯
に

よ

っ

て

形
づ

く
ら

れ
た
と

し
て

い

る
。

他

方、

遠
山
や

奥
三

河
な

ど
の

近
隣
地
域
に

お

け
る

祭
祀
の

あ

り

方
は、

明

治
期
に

至

る

ま

で

専
門
的
宗
教
者
の

支
配
力
が

維
持
さ

れ

た

こ

と
を

反
映

し
て

い

る
。

こ

う
し

た

議

論
に

よ

っ

て
、

現

在
も
明
白
に

見
て

取
れ

る

各

事
例
そ

れ

ぞ

れ

の

性
格
の

違
い

が

い

か

な
る

経
緯
に

よ

る

の

か

が、

納

得

の

い

く

か

た

ち

で

示

さ

れ
た

と

い

え

よ

う
。

　

第
六

章
で

は
、

霜
月
祭
に

お

け
る

湯
立
と

新
穀
儀
礼
の

意
義
が

追
究
さ

れ
る
。

ま

ず
、

静
岡
県
水

窪
町
E
村
に

お

け

る

霜
月
祭
の

次
第
を

詳
細
に

検
討
す

る

な

か

で、

死
霊
を
浄
化
し

、

祀
り

鎮
め

る

こ

と
に

よ
り

福
徳
を

授
か

る

と

い

う、

古
層
の

湯
立

の

あ

り

方
が

明
ら

か

に

さ

れ

る
。

続
い

て、

い

く
つ

か

の

事
例
を
参
照
し
な

が

ら
、

霜
月
祭
に

お

け

る

新
穀
の

神

霊
へ

の

献
饌
の

意

義
は、

新
穀
の

穀
霊

の

パ

ワ

ー
に

よ

る

神
霊
の

更
新
で

あ
る

と

し、

さ

ら

に、

宮
崎

県
の

神
楽
や

花
祭
を

採
り

k
げ
た

議
論
の

な

か

で
、

神
霊
を
祀
る

こ

と

に

よ
っ

て

神
霊
か

ら

宝
を
受
け
取
る

と

い

う、

神
と

人
と

の

交
換
関
係
が

示
さ

れ

た
。

次
い

で
、

伊
勢
神
宮
の

摂
社
で

あ

る

志

摩
の

伊

雑
宮
の

文

書
と
、

霜
月
祭

の

文
書
を

比
較

検
討
す

る

な

か

で
、

北
遠
の

霜
月
祭
が

死
霊
鎮
魂
の

神
楽
で

あ

る
浄
土
神
楽
の

性
格
を

持

つ

も

の

だ

っ

た

の

で

は

な

い

か

と

議
論
さ
れ

る
。

こ

の

際、

キ

ー

ワ

ー

ド

と

な

る

の

が

「

玉

取
る
」

と

い

う

文
言
で、

そ

れ
に

関
わ
る

部
分
は

湯
立

と

新
穀
儀
礼
が

そ

れ

ぞ

れ

神
霊
の

復
活
再
生
の

た
め

に

行
わ

れ
る

こ

と
を

表
現
し

て

い

る

と

さ

れ

る
。

そ

れ

は

ま

た、

荒

霊
を
祀
り
鎮
め

る

こ

と

で

守
護
霊
へ

と

高
め、

そ

の

功
徳
を

得
る

と
い

う
こ

と
も
意
味
し
て

い

る
。

そ

し

て

著
者
は、

こ

の

「

玉

取
り

」

こ

そ
が
霜

月
神
楽
の

根
底
に

あ
る
と

主
張
す
る

の

で

あ
る

。

　

第
七

章
で

は、

第
］

部
に

見
ら
れ
た

よ
う
な

所
作
の

造
形
の

検
証
に

比

重
を
お

き

な
が
ら
、

霜
月
神

楽
一

般
に

見
ら

れ

る
破
邪
の

舞
が

考
察
さ
れ

る
。

詞
章
を

検
証
す
る

な

か

で
、

ま

ず

悪
魔
を

切
り
払
う
剣
の

意
義
が

確

認
さ
れ、

つ

い

で
、

三

信
遠

の
霜
月
神
楽
の

採
り
物

舞
の

基
本

的
な
形

態

が

「

天
・

地
・

中

を
切

る
」

で

あ
る

と

す
る

。

そ
し

て、

こ

の

よ

う

な

「

切
る
」

所
作
こ

そ
は
、

破
邪
の

舞
の

基
本
的
な
所
作
で

あ
り、

天
竜
川

東
岸
と

西
岸
と

の

あ
い

だ

で

性
格
が

異
な
る

も

の

の
、

花
祭
の

採
り
物

舞

に

も
顕
著
に

見
ら

れ
る

特
徴
で

あ
る

と

結
論
き

れ
る。

　

終
章
で

は
、

岩
田
勝
著
『

神
楽
源
流

考」

の

批
判
的
検
討
を
通
し
て
、

神
楽
研
究
に

対
す

る
新
た

な

問
題
提
起
が
な

さ

れ
て

い

る。

こ

れ
を
ま
と
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め

る

と

以
下
の

よ
う
に

な
る

。

 
岩
田
氏
の

著
作
に

お

い

て

重
要
な

論
点

の

ひ

と

つ

は

「

託
宣
型
」

と

「

悪
霊

強
制
型
」

の

類
型
論
で

あ
る

が
、

著

者
は

こ

の

二

つ

を

岩
田

氏
の

考
え
る

よ

う
に

は

截
然
と

区
別
す
る

こ

と

は

出
来
な
い

と

断
ず
る

。

 
岩
田

氏
は

「

託
宣
型
」

を
一

人
称
語
り

阿

守
護

霊
の

語
り
と

す

る

が
、

著
者
は
、

神
霊
の
］

人

称
語
り
は

必

ず
し

も

守
護

霊
に

限
ら
な
い

と

主
張
す

る
。

 
岩
田
氏
は

悪
霊

強
制
型

の

神
楽
能
へ

の

展
開
と

し
て、

「

使
霊
の

舞
」

と

い

う

類
型
を
示
し

て

い

る
。

そ

れ

は、

呪
者
が

仏
神
を
勧

請
し
、

そ
の

威
霊
に

よ

っ

て

悪
霊
や

死
霊
を

払
い

鎮
め

る

も
の

だ
と
い

う
。

し
か

し
著
者
は

、

神
楽
事
は

神
楽
能
へ

の

展
開
の

み

で

な
く、

様
々

な
回

路
が

あ
る

と

し

て
、

そ

の

類
型

化
に

疑

義
を

唱
え

て

い

る
。

 
著
者
は、

岩
田

氏
の

議
論
に

お

け
る

共
時

的
概
念
と

歴
史
的
変

化
に

関
わ
る

概
念
の

混
乱
を
指
摘
し

、

両
者
は

区

別
し
て

論
じ

る

必
要
が

あ
る

と

強
調
す
る

。

こ

れ

ら
の

批
判
を

踏
ま

え

た
う
え
で、

著
者
は

本
書

の

序
説
に

お

い

て

す
で

に

神
楽
の

類

型
論
の

試
案
を

提
示
し

て

い

る

の

で
、

こ

こ

に

紹
介
し

よ
う

。

そ

れ

に

よ

れ
ば、

ま

ず
ヨ

コ

の

軸
と

し

て

Au

地
神
的
な
性

格
を
も
つ

村
落
共
同
体
の

守
護
霊
の

祭

儀
と、

B
”

悪

霊
を

鎮

送
す
る

祭

儀
と

に

区

別
さ

れ
る

。

そ

し
て、

タ

テ

の

軸
と

し

て

CN

生

ま
れ

清
ま

り
の

祭
儀
と、

D
”

死
霊

を

浄
化
し

て

祖
霊
に

加
え

る
、

あ
る

い

は

浄
土
に

再
生
さ

せ

る

祭
儀
と

に

区
別
さ
れ

る
。

ヨ

コ

の

軸

A
・

B
が
共
同
体
の

中
心
と

周
縁
に

関
わ

る

祭

儀
類
型
で

あ
り、

タ

テ

の

軸
C
・

D
は

人
々

の

入
生
儀
礼
に

関
わ
る

祭
儀
類
型
で

あ

る
。

さ

ら

に、

い

ま

ひ

と
つ

重
要
な
祭

儀
類
型
と

し

て

「

祭
祀
者
の

祭
り

」

が

挙
げ
ら

れ

て

い

る
。

そ
れ
は、

祭
の

本
体
と

は

相
対
的
に

独
自
な、

祭

祀
者
が

自
ら

の

守
護
霊
を
勧
請
し
て

祀
る
祭
儀
で

あ
る

。

　

以
上、

本
書
を
大
ま
か

に

紹
介
し

て

き

た

が、

最
後
に

全

体
的
な
批
評

を
し

て

小
稿
を

締
め

く
く
り

た

い
。

本
書
の

対
象
で

あ

る

霜
月
神
楽
は、

民
俗
芸

能
研
究
草
創
当
時
か

ら
最
大
級
の

注
目
を

あ
つ

め

た

わ

が

国
第
一

の

民
俗
芸
能
で

あ
る
た
め
、

非
常
に

多
く
の

研
究
が

積
み

重
ね

ら

れ

て

き

た。

こ

う
し
た

状
況
に

も
か

か

わ
ら

ず
、

本
書
が

あ
ら

ゆ

る

角
度
か

ら

新

し
い

知

見
を
も

た

ら

し
た

功
績
は

非
常
に

大
き

い

で

あ
ろ

う
。

　
芸
態

研
究
］

般
の

方
法
と

し
て

注
目
さ

れ

る

の

は、

筆
者
の

い

う

舞
の

「

構
造

分
析
」

で

あ
る

。

舞
う
こ

と

に

よ

っ

て、

空

間
秩
序
が

創
出
さ

れ

る。

そ

れ
は、

単
純
な
構
造
が

次
第
に

枝
葉
を

広
げ
る

よ
う
に、

複

雑
で

大
き

く
、

そ
れ

で

い

て

秩
序
に

則
っ

た
空

間
構
造
へ

と

も
た
ら
さ

れ
て

い

く
の

で

あ
る。

方
位
と

天
地

は、

陰

陽
道
・

密
教
な

ど
の

理

念
に

対

応

し、

舞
に

よ
る

「

創
出
」

は、

「

入
り

目
」

「

へ

ん

べ
」

な
ど
の

節
々

の

所

作
に

お

い

て

力
を

得、

ま

た、

空
間
秩
序
に

杭
を
打
ち

込
ん
で

い

く。

こ

の

よ

う

な、

舞
に

お

け
る

時
間
・

空
間
を
明

確
に

意

識
し
、

そ
の

構
造
を

宗
教
思
想
と

対
応
さ

せ

て

い

く
緻
密
な

作
業
は、

さ

ら
な
る

高
度
な
研
究

へ

の

発
展
を
予

感
さ

せ

る
。

ま

た、

こ

の

議
論
に

よ

っ

て
、

演
者
が

舞
う

と

い

う

時
間
的
過

程
と
、

そ

れ
に

よ

っ

て

創

出
さ

れ

て

い

く
空

間

構
造

が
、

そ

れ

自
体
意
味
を
持
っ

て

い

る

こ

と

が

明
ら
か

に

な

っ

た
。

と

り

わ

け
重

要
な
の

は、

従
来
は

後
天
的
な

芸

能
的
工

夫
と

み

な

さ
れ
が

ち

で

あ

っ

た

舞
の

造
形
が、

儀
礼
に

付
属
す

る

の

み

で

な
い

独
自
の

意
義
を
持
っ

て

い

る

こ

と

に

焦

点
が

当
て

ら

れ

た

こ

と

で

あ
る

。

こ

れ

は、

本
書
全

体

に
一

貫
し

た
ア

イ

デ

ア
だ

と

い

っ

て

よ
い

だ
ろ

う
。

た
と

え
ば

、

キ

リ

ス

ト
教
・

仏
教
な

ど

に

関
す
る

芸
術
に

お

い

て

は
、

宗
教
性
を
喚
起
す
る

力

と

芸
術
性
と

が

ま

っ

た

く

不
可
分
で

あ
る

こ

と

を
思
い

起
こ

せ

ば、

舞
と

い

う

芸

術
的
要

素
が

宗
教
的
な

機
能
と
一

体
で

あ
る

こ

と

は
、

む

し
ろ

当

然
の

こ

と

と

い

っ

て

も
よ

い

は

ず
で

あ
る

。

い

ず
れ

に

せ

よ
、

舞
の

造
形
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書評 と紹介

そ

の

も

の

が

独
自
の

意

味
を
持
っ

て

い

る

と

い

う

議
論
は
、

重

要
な

問
題

を

投
げ
か

け

て

い

る
と

思
わ

れ

る
。

　

評
者
の

関
心

か

ら
い

え
ば、

舞
の

構
造
分
析
は

「

現
在
的
」

状
態
を

問

題
と

す
る

社
会
科
学
的
議

論
に

も

関
わ

る

と

考
え

ら

れ

る
。

も

ち

ろ

ん
、

著
者
の

問
題

関
心
は

「

現

在
的
」

様
態
で

は
な

く、

す

で

に

成
立
し

て

い

る

祭
り

の

い

わ

ば
「

構
造

的
」

様
態
に

あ
る

。

し

か

し

な
が

ら
、

「

切
る

」

「

踏
む
」

と

い

っ

た

所
作
や、

「

東
西
南
北
」

「

天
・

地
・

中
」

と

い

っ

た

空

間
構
造
は、

現
在
の

舞

手
や

観
衆
の

心

性
に

作
用

す
る

よ

う
な、

神

楽

の

象
徴
体
系
が

も
つ

ポ

テ
ン

シ

ャ

ル

と

し
て

も
考
え

ら

れ
う
る

。

た

と

え

ば
、

所

作
は

「

切
る
」

こ

と

に

よ

る

爽
快

感
や、

「

踏
む

」

こ

と

に

よ
る

引
き

締
ま

る

感
じ、

そ

し

て

空
間
構
造
は、

場
の

空

聞

感
覚
な

ど

と

し

て、

舞
手
や
観
衆
の

心

性
に

作
用
す
る。

評
者
は、

早
池
峰
神
楽
を

事
例

と

し

て、

た

と

え

ば

「

真
剣
さ

」

「

こ

だ
わ

り
」

と

い

っ

た

当
事

者
の

心

性
に

焦
点
を

当
て、

神
楽
に

関
わ

る

実
践
が

い

か

な

る

力
に

よ

っ

て

な
さ

れ
て

い

る

か

を

問
題
に

し
て

き

た

が
、

当
事
者
の

心
性
を

追
究
す
る

う
え

で
、

神
楽
の

象
徴
体
系
が

も

つ

ポ
テ

ン

シ

ャ

ル

の

考
察
は

重
要
な

課
題
で

あ
る
。

こ

の

意
味
で、

著
者
の

示
し

た

舞
の

構
造
分

析
は、

そ
れ

に

対
す

る

ひ

と

つ

の

方
法
を
示

唆
し

て

い

る

よ

う

に

思
わ

れ

た
。

　
と

こ

ろ

で
、

評
者
が

花
祭
り

や

霜
月
神
楽
を

調
査
し

た

際、

上

演
中
に

周
り
に

い

る

友
人
と

談

笑
す

る

舞
手
や、

練
習

不
足
で

た
ど

た
ど

し
く
踊

る

若
い

舞
手
な
ど

が

見

受
け

ら

れ

た
。

そ

れ
は
、

こ

の

現
在
に

お

け

る

祭

り

の

楽
し
さ

や
当
事
者
の

動

機
づ

け

を
表
し
て

い

た
よ
う
に

思
わ

れ

る
。

し

か

し

本
書
で

は
、

こ

う
し

た

現
在
的

状
態
は

捨
象
さ
れ、

祭
り
は

近
代

以

前
の

姿
と

し

て

「

理

想
化
」

さ

れ
て

い

た

よ

う
に

見
え

る
。

も

ち
ろ

ん
、

こ

の

よ

う
な

現
在

的
状
態
に

関
す
る

議
論
は
、

よ

う
す

る

に

社
会

科

学

的
な

も

の

で
、

歴
史
的
視
角
の

研

究
と

は

別
の

も

の

で

あ
る

。

し
か

し
、

著
者
は

「

永
遠
の

過
去
」

を

明
ら

か

に

す
る
と

前
提
し

て

い

る

に

も

関
わ

ら

ず、

「

共
同

体
の

更
新
」

と

い

っ

た

エ

リ

ア

ー
デ

的
記

述
や、

「

本

質
」

と

い

う
コ

ト

バ

の

用
い

方
に

見
ら

れ

る

よ

う
に、

「

現
在
の

祭
り

」

の

代
表
と

し

て

祭
り
を
記

述
し

て

い

る
よ

う
に

見
え

る
。

「

理

想
化
」

に

対
し
て

は

す
で

に

「

九
九
〇
年
代
か

ら

厳
し
い

批
判
が

あ
る

よ

う
に

、

歴

史
的
な

い

し

民
俗

学
的
視
角
に

よ
る

民

俗
芸

能
研
究
は、

現
実
の

民
俗
芸

能
と

乖
離
し

て

い

る

感
が

生
じ

る
場
合
が

多
い

。

こ

の

問
題
は
、

民
俗
芸

能
が

歴
史
的
事
柄
を
抱
え
な

が

ら

も
、

同
時
に

現
在
的
事
柄
と

も
関
わ

り

あ
っ

て

い

る

こ

と

に

由
来
す
る

と

思
わ
れ

る
。

い

ず
れ

に

せ

よ
、

本
書
に

も
ま
た

あ
る

種
の

「

理

想
化
」

が

見
え
隠
れ
し
て

い

る。

ひ

と

つ

の

提
案

と

し
て

は、

現
在
の

状
態
を

参
照
す

る
に

し

て

も、
「

古
態
」

を

追
究
す

る

歴
史
的
研

究
と

し

て

前
提
と

記
述
を
徹

底
さ

せ
る

こ

と

が

考
え

ら

れ

る

が
、

い

か

が
だ

ろ

う

か
。

　

他
方、

序

説
に

て

提

案
さ
れ

た
著

者
の

類
型

論
の

試
案
は、

神
楽
の

多

義
性
と

さ

ま
ざ
ま

な

歴
史
的
変
化
を
深
く

掘
り

下
げ
た

著
者
な
ら

で

は

の

見

識
を
示

し
て

お

り
、

一

定
の

有

効
性

を
も

つ

と

思
わ

れ

る
。

す

な

わ

ち
、

た
と
え
ば
あ
る

事
例
を
「

地
神
的
な

性
格

を
も
つ

村
落
共
同
体
の

守

護
霊
の

祭
儀
」

と

類
別
す

れ

ば
、

悪
霊
強
制、

託
宣

事
、

利
益
の

享
受
と

い

っ

た

多
義
的
な

性
格
を

包
含
す
る

ゆ

え
に

そ

れ
ぞ
れ

の

性
格
の

聞
に

齟

齬
も
起
こ

ら

ず、

そ

れ

で

い

て、

共
同
体
の

中

心
に

関
わ

る

よ
う
な、

あ

る

次
元

の
｝

般

的
性
格
の

な

か

に

収
め

る

こ

と

が
で

き

る

と

考
え

ら

れ

る
。

こ

こ

で

は

詳
し

く

触
れ

ら
れ

な

い

が
、

い

ず
れ

に

せ

よ
、

こ

の

議
論

は

今
後
も

入

念
な

検
討
が

重
ね
ら
れ

る

で

あ

ろ

う
。

　

本
書
の

全

体
的
な

印
象
と

し

て

は
、

着
実
か

つ

膨
大
な
実

証
的
作
業
に
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よ

っ

て

多
く
が

明
ら

か

に

な
っ

た
こ

と

は

も
と

よ

り
、

時
間
・

空

間
の

概

念、

お

よ

び

神
楽
の

類
型
に

関
す
る

理

論
的
な

明
晰
さ

は
、

後
学
に

資
す

と

こ

ろ

非
常
に

大
き

い

と

思
わ

れ
、

評
者
も
大
変
勉
強
に

な
っ

た
。

最
後

に、

霜
月
神
楽
と

い

う
わ
が

国
に

と

っ

て

大
切
な
芸
能
に

対
し

、

真
摯
か

つ

丁
重
に

取
り
組
ま

れ
た

こ

と

に

敬
意
を

表
し
、

小
稿
を

終
え
る

こ

と

に

し
た

い
。

山
里
純
一

著

『

呪

符
の

文
化
史

　
　

ー
習
俗
に

見
る

沖
縄
の

精
神
文
化

ー
』

　
　
三

弥
井
書
店
　
二

〇
〇
四
年
六
月
七
日
刊

A5

判

　
三

五

〇
＋…
m
頁

　
五
八
〇
〇

円
＋

税

小

　
池

　
淳

　
一

　
は
じ
め

に

　
宗
教

的
実
践
の

表

象
と

し

て

の

呪
符
は

、

そ

の

存
在
は

広
く

認
知
さ

れ

て

は

い

る

も
の

の、

調
査
研
究
の

対
象
と

し

て

正
面
か

ら

取
り
上
げ
ら
れ

る
こ

と

は

比

較
的
少
な
か
っ

た
。

本
稿
は

、

呪
術
・

呪
法
の

実

践
の
「

つ

と
い

え

る

呪
符
に

注

目
し
て
、

そ
の

研
究
精
度
を

向
上
さ

せ

た

山
里

純
一

氏
の

『

呪
符
の

文

化
史
　
　
習

俗
に

見
る

沖
縄
の

精

神
文
化
』

（
以

下、

本
書
と

し、

山
里
氏
を
著
者
と

す
る）

を

取
り

h
げ、

内

容
の

紹
介
と

若

干
の

検
討
を

加
え
る

こ

と

を

通
じ

て

呪
術
・

呪
法
研
究
の

課
題
を

明
ら
か

に

し
て

い

く
こ

と

を

目
的
と

し
て

い

る
。

　
こ

こ

で

は

最
初
に

本
書
の

構
成
及

び

成
果
を

整
理
し、

そ
の

上
で

呪

符

研
究
か

ら

導
か

れ

る

呪
術
・

呪

法
研

究
の

課
題
に

つ

い

て

述
べ

て

み

た

い
。

　
［

　

本
書
の

構
成

　
本
書
は

先
に

『
沖
縄
の

魔
除
け
と

ま

じ

な
い
』

（

第
一

書
房、

一

九
九

七

年
）

を
刊

行
し

た

著
者
が

、

そ

の

後
に

積
み

重
ね
て

き
た

精
力
的
な

調

査
事
例
と

そ
れ

に

対
す
る

考
察
を

新
た

に

ま
と

め

た
も
の

で

あ
る

。

最

初

に

本
書
の

構
成
を

掲

げ
よ

う
〔
括
弧

内
は

初
出

時
の

タ

イ

ト
ル

と

初
出

年
）

。

　
「

序
」

で

前
著
と

の

関
わ

り
が

述
べ

ら

れ、

本
書
の

内
容
が

要
約
さ

れ

て

い

る
。

続
く
第
−

部
「

呪
符
木
簡
と

沖
縄
の

フ

ー

フ

ダ
」

は
、

第
一

章

「

日
本
の

呪
符
木
簡
」

（
新
稿）

、

第
二

章
「

沖
縄
の

フ

ー

フ

ダ
」

（

『

沖

縄

の

魔
除
け

と

ま
じ
な

い
』

第
一

章
二

節、

一

九
九
七

年）
、

第
三

章
「

急

急
如
律
令
」

の

呪
句
（
「

『

噫
急

如
律
令
』

考
」 、

］

九
九
九

年）

か

ら

構

成
さ

れ

て

い

る
。

沖
縄
の

事
例
を

中
心
と

す
る

も

の

の、

広
く
呪
符
と

そ

こ

に

記
さ

れ

た
字
句、

記
号
等
に

つ

い

て

の

考
察
が
行
わ

れ
て

い

る
。

　
第
H
部
「

「

墓

中
符
」

・

石
敢
當
」

は

沖
縄
独
自
と

も

思
わ
れ
る
呪
符
の

展
開
が

扱
わ

れ

る
。

第
］

章
「

「

墓

中
符
」

」

（
「

沖
縄
の

『

墓
中
符
』

」

、

二

〇
〇
一

年）
、

第
二

章
「

石
敢
當
」

（

「

石
敢

當
覚

書
」 、

二

〇

〇
三

年
）

、

第
三

章
「

沖
縄
の

石

製
呪
符
」

（
同、

二

〇
〇
四

年）

か

ら

成
る

。

　
第

皿

部
「

習
俗
と

呪

符
」

は

第
一

章
「

沖
縄
の

習
俗
と

呪

符
」

（

新

稿）
、

第
二

章
「

胞
衣
と

呪
符
」

（
「

胞
衣
に

つ

い

て
」

、

一

九
九

七

年
∀

、
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