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評

三
隅
治
雄
著

「
日
本
舞
踊
史
の
研
究
」

村

西

古
了

著
者
の
三
隅
治
雄
さ
ん
が
故
折
口
信
夫
門
下
と
し
て
、
師
承
の
芸
能
史
を
専
攻
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
も
う
二
十
年
を
越
え
る
で
あ
ろ
う
。
三
間
さ- 83 -

ん
が
芸
能
に
志
を
定
め
た
の
は
お
そ
ら
く
学
生
時
代
か
ら
の
乙
と
で
あ
ろ
う
が
、
以
来
ほ
と
ん
ど
迷
う
こ
と
な
く
、
乙
の
道
一
筋
に
進
ん
で
来
ら
れ
た
。
わ
た

し
な
ど
も
同
門
の
よ
し
み
で
、
三
隅
さ
ん
の
し
ご
と
に
は
特
別
親
近
な
気
持
を
持
ち
続
け
て
来
た
し
、
そ
の
書
か
れ
る
も
の
か
ら
啓
発
さ
れ
刺
戟
さ
れ
る
と
と

が
多
か
っ
た
。
今
日
、
民
俗
芸
能
に
関
し
て
、
そ
の
実
際
を
自
に
見
、
調
査
研
究
し
て
い
る
乙
と
に
か
け
て
、
三
隅
さ
ん
と
肩
を
並
べ
得
る
人
は
お
そ
ら
く
い

な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ほ
ど
、
三
隅
さ
ん
は
ま
め
に
丹
念
に
日
本
全
国
を
歩
き
回
っ
て
、
知
識
の
袋
を
乙
や
し
続
け
て
来
ら
れ
た
。

実
は
、
非
常
に
素
朴
な
感
想
と
し
て
言
え
ば
、
わ
た
し
な
ど
は
未
だ
に
民
俗
芸
能
に
対
す
る
場
合
、
一
種
奇
妙
な
と
ま
ど
い
か
ら
抜
け
切
れ
な
い
の
が
常
で

あ
る
。
芸
能
を
文
字
に
書
か
れ
た
作
品
と
比
較
す
る
の
は
お
か
し
な
こ
と
か
も
知
れ
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
が
文
学
作
品
に
対
す
る
場
合
に
は
、
ほ
と
ん
ど
何
の

苦
労
も
な
し
に
作
品
の
位
置
づ
け
が
頭
の
中
で
な
さ
れ
て
い
る
の
に
比
し
て
、
芸
能
の
場
合
に
は
、
そ
れ
が
そ
れ
ほ
ど
自
然
に
は
行
な
わ
れ
な
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
芸
能
を
演
ず
る
人
の
あ
る
動
作
な
ら
動
作
の
持
つ
意
味
が
、
直
ち
に
わ
れ
わ
れ
の
頭
の
中
に
調
和
を
も
っ
て
納
ま
っ
て
来
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と

が
、
わ
た
し
に
奇
妙
な
と
ま
ど
い
を
起
こ
さ
せ
る
の
だ
と
思
う
。
乙
れ
が
わ
た
し
だ
け
の
こ
と
か
ど
う
か
、
人
に
聞
い
て
み
た
乙
と
も
な
い
が
、
わ
た
し
の
芸

能
に
対
す
る
不
勉
強
を
告
白
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
。
し
か
し
、
一
面
、
芸
能
の
学
問
の
歴
史
が
浅
く
、
ま
だ
そ
の
組
織
が
十
分
に
整
っ
て
い
な
い
乙
と
も



事
実
で
あ
ろ
う
。

そ
う
い
う
意
味
か
ら
は
、
三
隅
さ
ん
の
こ
の
本
は
大
変
啓
蒙
的
な
効
果
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
面
ば
か
り
が
高
く
評
価
さ
れ
る
乙
と
は
三
隅
さ
ん
の
本
意
で

は
な
い
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
、
芸
能
の
雑
然
と
し
た
印
象
が
こ
の
本
を
読
み
進
ん
で
ゆ
く
う
ち
に
気
持
よ
く
整
理
さ
れ
て
ゆ
く
の
を
感
じ
た
。

乙
の
本
に
は
「
歌
舞
伎
舞
踊
と
そ
の
源
流
」
と
い
う
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
が
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
「
舞
踊
史
概
観
」
と
い
う
要
領
を
得
た
小
文
を
巻
頭
に
置
い

て
以
下
、
翁
・
獅
子
・
道
成
寺
も
の
・
曽
我
も
の
、
あ
る
い
は
変
化
舞
踊
・
物
売
り
の
舞
踊
と
い
う
よ
う
に
歌
舞
伎
舞
踊
の
主
だ
っ
た
レ
パ

l

ト
リ
イ
を
取

り
上
げ
、
ま
た
念
仏
踊
り
と
の
関
係
、
出
端
と
道
行
の
問
題
、
乱
拍
子
や
六
法
・
採
り
物
を
め
ぐ
る
問
題
な
ど
、
歌
舞
伎
舞
踊
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
面
か
ら
い
く

つ
か
の
際
立
っ
た
要
素
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
を
民
俗
芸
能
と
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
比
較
対
照
に
お
い
て
解
説
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
今
日

の
歌
舞
伎
舞
踊
は
舞
台
芸
術
と
し
て
長
年
洗
練
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
い
わ
ば
氷
山
の
水
面
上
の
一
角
で
あ
っ
て
、
そ
の
根
底
に
お
い
て
、
日

本
人
の
民
俗
的
な
生
活
と
深
く
か
か
わ
り
合
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
自
体
は
今
日
少
し
も
目
新
し
い
提
言
で
は
な
い
が
、
乙
の
本
で
は
、
そ
れ
が
い
か
に
根
深

い
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、

そ
れ
が
い
か
に
展
開
し
て
来
た
か
を
、
個
々
の
問
題
に
つ
い
て
具
体
的
に
解
明
す
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
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る
。
芸
能
の
学
問
の
発
達
の
上
か
ら
も
、
着
実
に
一
歩
が
進
め
ら
れ
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

わ
た
し
は
乙
の
本
を
通
じ
て
、
初
め
て
三
隅
さ
ん
の
文
章
の
う
ま
さ
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
こ
の
本
の
組
織
に
よ
る
の
で
も
あ
ろ
う
が
、
各
章
を
予

定
し
た
枚
数
で
解
説
し
よ
う
と
い
う
計
画
が
表
現
を
練
る
乙
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
今
度
の
本
で
は
は
し
き
り
に
文
章
の
う
ま
さ
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
。

ひ
と
つ
だ
け
例
を
上
げ
る
が
、
翁
に
関
す
る
章
に
お
い
て
、
異
郷
か
ら
来
る
遠
来
の
神
が
男
女
一
対
の
姿
を
と
る
乙
と
を
説
い
て
い
る
個
所
が
あ
る
。
そ
れ
は

能
の
高
砂
の
尉
と
姥
の
姿
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
舞
台
の
翁
の
こ
と
か
ら
一
転
し
て
、
話
は
民
俗
芸
能
の
翁
へ
と
移
っ
て
ゆ
く
。
ち
ょ

う
ど
ア
ッ
プ
し
て
い
た
カ
メ
ラ
が
退
い
て
行
く
よ
う
に
視
野
が
拡
大
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
乙
の
章
ば
か
り
で
な
く
、
他
の
章
に
も
用
い
ら
れ
て

い
る
効
果
的
な
技
法
で
あ
る
が
、
乙
の
翁
の
章
で
は
、
話
が
民
俗
芸
能
の
翁
・
姐
に
移
る
と
と
も
に
、
，
そ
の
翁
・
姐
は
「
じ
じ
」
と
「
ば
ば
」
と
い
う
民
俗
の

に
お
い
の
濃
い
こ
と
ば
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
り
げ
な
い
文
章
の
中
に
、
そ
う
い
う
用
語
に
つ
い
て
も
著
者
の
周
到
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。



し
か
し
、
あ
ま
り
に
流
麗
な
文
章
の
調
子
が
、
逆
に
文
章
を
読
み
流
し
て
し
ま
う
危
険
を
も
ら
は
ん
で
い
る
。
文
章
の
調
子
に
乗
っ
て
大
切
な
問
題
点
を
う

っ
か
り
読
み
過
ご
す
乙
と
に
な
り
そ
う
な
の
で
あ
る
。
再
び
翁
の
章
を
例
に
取
る
な
ら
ば
、
民
俗
芸
能
を
裏
付
け
に
し
て
見
る
と
翁
が
神
で
あ
る
乙
と
、
能
の

翁
の
中
に
あ
る
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
要
素
が
何
に
基
づ
く
か
と
い
う
乙
と
、
黒
い
翁
か
ら
昇
華
し
た
の
が
白
い
翁
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
す
な
お
に
納
得
さ
せ
ら
れ

る
。
し
か
し
、
乙
の
章
を
読
み
終
わ
っ
て
ふ
り
返
っ
て
み
る
と
、
能
の
翁
が
「
今
日
の
御
祈
祷
な
り
」
と
い
う
よ
う
に
祝
福
を
奉
る
こ
と
を
す
る
。
な
ぜ
遠
来

の
神
が
祝
福
を
奉
る
の
か
、
だ
れ
に
向
か
っ
て
そ
れ
が
演
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
か
そ
う
い
う
疑
問
の
い
く
つ
か
が
未
解
決
の
ま
ま
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付

く
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
三
隅
さ
ん
が
解
説
し
よ
う
と
し
て
い
る
乙
と
と
、
そ
の
次
に
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
と
が
、
著
者
に
も
読
者
に
も
、
も
っ

と
は
っ
き
り
示
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
そ
う
い
う
危
倶
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

乙
の
本
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
問
題
は
、
ど
れ
を
取
っ
て
も
、
そ
れ
ひ
と
つ
で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
一
冊
の
研
究
書
を
な
す
に
足
る
ほ
ど
の
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
乙

の
本
で
広
い
展
望
を
与
え
ら
れ
た
三
隅
さ
ん
が
、
こ
の
次
に
は
そ
う
い
う
ひ
と
つ
の
問
題
を
徹
底
的
に
追
求
さ
れ
る
こ
と
を
わ
た
し
は
期
待
し
て
い
る
。
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