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民
謡
と

民
俗
性

-

民

謡
研

究
と

民

俗
学

民

謡
は

民

俗
学
に

お

い

て

も

研

究
対

象
の

一

領
域
で

あ
る

と

考

え

ら

れ

て

き
た

｡

文

芸
学
や

音
楽
学
も

同
じ

く
そ

れ

を

対

象
と

し

て

ほ

い

る

が
､

当

然
の

こ

と

な

が

ら

方

法
や

関
心

は

異
な
っ

て

お

り
､

民

俗
学
か

ら
の

研
究
ほ

む
し

ろ

求
め

ら

れ

て

い

る
｡

対

象
と

方

法
と

を
一

対
一

に

対

応
さ

せ

な
い

こ

と

に

ょ
っ

て

多
く
の

学
問

が

進

展
し
て

き
た
こ

と

を

考
え
る

と
､

民

謡
の

場
合
も

そ

れ

自
体

が

特
定
の

研

究
方

法
を

内
在
し
て

い

る

わ

け
で

は

な
い

か

ら
､

民

謡
研

究
は

特
定
の

｢

学
+

の

専
有
物
で

は

な

く
て

学
際
的
領
域
と

考
え

る

の

が

妥

当
で

あ

ろ

う
｡

学
際
的

研
究

は

独

立

し
た

｢

学
+

で

ほ

な
い

し
､

｢

学
+

と

い

う
も
の

が

対

象
の

み

な

ら

ず
そ

れ

ぞ

れ

独

立

し

た

方

法
と

体
制
を

必

要
と

す

る

の

な

ら
､

｢

民

謡
学
+

仙
町

桜

井

雅

人

と
い

う
も
の

が

成
立

し

う
る

も
の

か

は

ま

だ

予

測
で

き

な
い

｡

坂

(

1
)

西
八

郎
は

そ

の

訳
書
の

題
に

あ

え
て

｢

民

謡
学
+

を

用
い

て

い

る
｡

だ

が
､

少
な

く
と

も
､

日

本
に

お

い

て

は

そ

の

よ

う
な

｢

学
+

が

(

2
)

あ

る

わ

け
で

ほ

な
い

｡

土

橋
寛
の

提
唱
す

る

｢

歌
謡
学
+

に

し

て

も
､

実
際
は

｢

文

芸

学
+

の

範
囲
の

拡
大
を

目

指
し
た

も

の

で

あ

っ

て
､

別

個
の

｢

学
+

と

み

な

す
の

ほ

無
理

で

あ

ろ

う
｡

民

謡
の

稔
合

的
研

究
に

つ

い

て

ほ
､

と

り

あ
え

ず
｢

民

謡
論
+

､

｢

民

謡
研

究
+

､

｢

民

謡
史
論
+

な

ど

と

し

て

お

く
の

が

妥
当
で

あ

る
､

と

筆

者
は

考
え
て

い

る
か

各
学
問
に

共
通

し
た

問
題
意
識
を

設

定
す

る

に

は
､

部
分

的
に

せ

よ

対

象
を

共
有
し

な

く
て

は

な

ら
な
い

が
､

そ

れ

さ

え

も

容
易

で

あ

る

と

は

言
え

な
い

｡

捻
合

的

研

究
を

｢

学
+

と

す

る

こ

と
が

で

き

な
い

の

な

ら

ば
､

此

較
的

中
心
に

近
･
い

学
問
が

そ

の

基

礎
を

一

軒

ヰ

巨

β∂4
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胡

固
め

て

他

と

連
帯
し
て

い

く
の

が

現

実
的
で

あ
る

｡

た

と

え

事
実

認

識
に

相

違
が

あ
る

と

し
て

も
､

論
議
の

場
は

確
保
さ

れ

な

く
て

は

な

ら

な
い

し
､

そ

の

場
を

提
供
で

き

る

の

は

今
の

と
こ

ろ

民

俗

学
で

あ

ろ

う
｡

一

部
の

文

芸
学
的
研

究
を

み

る

と
､

音
楽
的

側
面

を

切

り

捨
て

る

こ

と
に

よ

っ

て

そ

の

文

学
性
が

明

ら
か

に

な

る

と

も

読
み

と

れ

る

態
度
を

と
っ

て

い

る

が
､

そ

れ

な

ら
ば

｢

民

謡
+

と

い

う

概
念
は

不

要
と

な
る

か

も

し

れ

な

い

し
､

｢

文
学

性
+

を

論
じ

る

た

め

に

は

か

え
っ

て

障
害
と

な

る

か

も

し

れ

な
い

｡

な

ぜ

な

ら
ば

､

文

学

性
･

音
楽
性

･

民

俗
性
ほ

民

謡
に

お

い

て

相

重

な

り

統
合
さ

れ

て

い

る

か

ら
で

あ

る
｡

こ

れ

に

対
し

て
､

当
の

民

俗
学
は

こ

の

期
待
に

は

あ

ま
り

答
え

て

く
れ

な
い

よ

う
だ

｡

少
な

く
と

も
こ

れ

ま

で

の

日

本
民

俗
学
は

民

謡
を

十

分
に

考
慮
し

て

き

た

と

は

言
え

な
い

し
､

民

俗
学
界
内

部
に

も

因

襲
的
な

所
見
が

｢

伝
承
+

さ

れ

て

い

る

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

折
口

信
夫

が

四

十

年
も

前
に

い

っ

た

い
､

民

俗
学
へ

は

い

り

ま

す
に

は
､

い

ろ

ん

な

方

面

か

ら
は

い

る

人
が

あ

り

ま

す
が

､

そ

の

う
ち

殊
に

多
い

の

は
､

民

謡
､

す
な

わ

ち

民

俗
歌
謡
の

方

面
で

､

こ

の

方

面
か

ら

民

俗

学
に

ほ

い

る

人
が

多
い

の

で

す
｡

そ

れ

だ

け
､

早

く
こ

の

部
門

領
1

を

卒
業
し

て

し

ま
っ

て
､

今
日

の

民

俗
学
に

携
わ

っ

て

い

る

人

々

の

問
で

は
､

ど

ち

ら
か

と
い

う
七

､

こ

の

民

謡
の

方

面
は

い

(

3
)

く

ら
か

後
廻
し

に

な
っ

て

い

る

よ

う

な

観
が

あ

り
ま

す
｡

と

言
っ

て

い

る

に

も
か

か

わ

ら

ず
､

そ

の

情
況
は

基
本

的
に

ほ

変

わ

ら

な
か

っ

た
｡

そ

れ

だ

か

ら
こ

そ

井
之

口
童
丁

次

は

自
分

は
､

民

俗
学
的

に

民

謡
を

研

究
し

て

み

た

い

と

考
え

て

い

る

が
､

参
考
に

な

る

よ

う
な

論
文
は

､

な

か

な
か

あ

ら
わ

れ

ず
､

学
界
の

中
心

部
で

は
､

ほ

と

ん

ど

話
題
に

も
の

ぼ

ら

な
い

｡

い

っ

た

い

こ

れ

は

ど

う
い

う
わ

け
か

｡

そ

う
い

う

不

満
を

耳
に

す

(

4
)

る

こ

と
J

旬

あ
る

｡

と

報
告
せ

ざ
る

を

え

な
い

の

で

あ

る
｡

民

俗
学
的
民

謡
研

究
に

適

し

た

概
論
書
は

存
在
し

な
い

と

言

え

る

し
｢

基
本
的

文

献
と

い

う

と
､

い

つ

ま
で

た

っ

て

も

柳
田

国
男
の

『

民

謡
の

今
と

昔
』

(

一

(

5
)

九
二

九
)

･
と

『

民

謡
覚
書
』

(

一

九

四

〇
)

く

ら
い

し

か

な

く
､

多
く
の

解

説
的
論
文
は

そ

れ

ら

を

基

盤
に

し
つ

つ

若
†
の

コ

メ

ン

ト

を

加

え
た

も
の

で

あ
っ

て
､

｢

民

謡
の

民

俗
学

的

研

究

は
､

柳

田

に

ょ
っ

て

方

向
づ

け

を

さ

れ

た

ま

ま
､

今
も

裁

定
さ

れ

て

い

脱
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(

6
)

る
+

の

で

あ

る
｡

文
芸
学
と

音
楽
学
に

関
し
て

は
､

あ
る

超
度
の

成

果
を

認
め

る

こ

と
が

で

き

る
｡

歌
謡
史
に

お

け
る

民

謡
研

究
に

は

伝

統
と

多
く

の

成
果
が

あ

る

し
､

民

族
音

楽

学
の

発

展
に

よ

り

新
た

な

事
実
が

解
明
さ

れ

て

き

て

い

る
｡

だ

が
､

そ

れ

ら
は

民

俗
学
で

は

な
い

｡

民

俗
学
的

視
点
は

不

足
し
て

い

る
｡

こ

の

原
因
を

た

ど
っ

て

み

る

と
､

民

俗
学

内

部
に

お

け

る

研

究
の

不

足
に

よ

る

も
の

と

思
え

て

な

ら

な
い
｡

な

ぜ

な

ら
､

音
楽

学

な
ど

か

ら
の

研

究
の

ほ

う
が

民

俗
学
的

問
題
を

深
く

扱
っ

て

い

る

と

思
え

る

こ

と

も

し

ば

し
ば

あ

(

7
)

る

か

ら
で

あ

る
｡

民

俗
学
的
研

究
の

量
を

問
題
に

し
て

い

る

の

で

は

な
い

｡

資
料

は

精
力

的
に

収

集
さ

れ

整
理

さ

れ

公

刊
さ

れ

て

い

る
｡

も

ち

ろ
ん

十

分
と

い

う
わ

け

で

は

な
い

が
､

そ

の

量
に

比
べ

て

そ

の

基

礎
的

概
念
の

理

解
が

不

足
し

て

い

る

の

で

あ
る

｡

こ

の

こ

と

は
､

民

俗

学
で

は

十

分
に

民

謡
を

論
じ
る

態

勢
が

で

き

て

い

な
い

､

と

言
い

換
え

る

こ

と

も

で

き

よ

う
｡

日

本
の

民

謡
研

究
は

民

俗
学
と
は

異

な
っ

た

流
れ

を

進
ん
.

で

い

る
｡

民

俗
学
に

お

い

て

ほ
､

か

ろ

う
じ

て

口

承

文

芸
や

民

俗
芸

能
の

一

部
と

し
て

関

連
づ

け

ら

れ

て

は

い

る

が
､

民

俗
学
の

一

般
理

論
と

は
一

定
の

距
離
を

保
っ

て

い

る
｡

口

承

文

芸

論
で

さ

え
､

そ

の

中
で

は

お

互

に

独

白
に

研

究
が

進
め

抑

ら

れ

て

お

り
､

昔
話
研

究
を

中

心

と

す
る

口

承

文

芸
論
に

は

民

謡

湖

(

8
)

は

ほ

と

ん

ど

出
る

寿
が

な
い

｡

民

俗
芸
能
に

お

い

て

も
､

三

隅
治

雄
は

民

俗
と
い

う
語
は

､

び

ら

た

く

言
っ

て
､

こ

れ

を

民

間
の

常

識
､

あ

る
､ い

は

生

活

知

識
と

訳
し

て

よ

い

と

思

う
が

､

芸

能
は

､

そ

う
い

う
民

間
の

知
識
に

よ
っ

て

整

頓
さ

れ
､

維
持
せ

ら

れ

て

い

る

と
こ

ろ
の

〝

感

性
″

の

伝
承

と
､

私
ほ

仮
り

に

考
え
て

い

る
｡

つ

ま

り
､

根
ざ

す
と
こ

ろ

は

人

間
の

感
受
性
で

あ

り
､

指

向
す

る

と
こ

ろ
が

芸
術
で

あ

る
､

と
い

う

点
に

お

い

て
､

芸

能

は

民

俗
の

外
に

出
て

､

た

だ
､

そ

の

剃
郵

的
な

感
性
の

､

肉
体

へ

の

反

射
作

用
を

､

生

活
の

上

に

定

着
さ

せ

週

期

伝
承

化
さ

せ

て

き

た

の

が

民

俗
で

あ

る
､

と
■

い

う

点
に

お

い

て
､

芸
能
は

民

(

9
)

俗
と

接
し
て

い

る

の

で

あ

る
｡

と

言
っ

て
､

｢

芸
能
伝

承
学
+

を

提
唱
す

る
｡

た

し

か

に
､

日

本

民

俗
学

界
の

｢

主

流
+

は

民

謡
に

ほ

あ

ま

り

関
心
を

示
し

て

い

な

い

し
､

概
論

書
に
.
お

い

て

も

民

謡
が

な
ぜ

民

俗
学
の

対

象
で

あ

る

の

か

を

十

分
に

は

説
い

て

い

な
い

｡

し
か

し
､

そ

れ

だ

か

ら

と
い

っ

て
､

別

個
の

歩
み

を
た

ど

る

こ

と

は

望
ま

し
い

方

向
で

あ

ろ

う

か
㍉

｢

民

俗
+

と

か

｢

常
民
+

と

い

う

基

礎
概
念
に

つ

い

て

も
､

一

曲
m

r
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血
｢

民

謡
研

究
は

あ

ま

り

関
わ

り

を

持
た

な
か
･つ

た

し
､

せ

い

ぜ

い

柳

田

や

折
口

を

通

じ
て

民

俗
学
を

な

が

め
て

き

た

の

で

あ
る

｡

研

究

の

未
発
達
は

資
料
の

収

集
と

整
理
に

も

反
映

し
て

い

る
｡

基

本
的

な

概

念
の

検
討
と

民

俗
学
の

体

系
と
の

関
係
を

考
え

る

こ

と

な

し

■
に

は
､

資
料
の

収
集
さ

え

も

十

分
に

で

き

る

と

は

思

え

な

い
｡

｢

実

証
+

と

は

理

論
を

拒
否
す
る

こ

と

で

ほ

な
い
｡

知
識
の

集
積

だ

け

で

実

証

さ

れ

る

も
の

は

何
も

な
い

｡

民

謡
を

民

俗
学

的
に

研

究
す

る

と

な

る

と
､

そ

の

対

象
を

民

俗

(

民

間

伝

承
)

と

し

て

扱
わ

な

く
て

は

な

ら

な
い

し
､

そ

の

関
心

や

方

法
も

他
の

民

俗
学

領
域

と

共

通

し
て

い

る

必

要
が

あ
る

｡

民

謡
研

究
だ

け

に

し
か

通

用

し

な
い

概
念
や

方

法
､

お

よ

び

民

謡
研

究
に

は

適
用
で

き

な
い

概
念
や

方

法
は

､

民

俗
学
の

一

般
理

論
で

は

な
い

｡

民

俗
学
の

一

分

野
だ

と

す
る

の

な

ら
､

そ

の

収
拠
を

説

明

し

な
い

限

り
■､

か

え
っ

て

民

俗
学
の

欠

陥
を

述
べ

て

い

る

こ

と

に

な
る

｡

ま

た
､

民

俗
学
に

と
っ

て

は

周

辺

的
な

分

野
だ

と

す
る

と
､

民

謡
論
ほ

次

第
に

民

俗
学
と

離
れ

て

い

く
こ

と
に

な
ろ

う
｡

民

謡
論
が

一

つ

の

領
域
を

形

成
し
っ

つ

あ

る

ド

イ

ツ

や

イ

ギ

リ

ス

の

方

向
に

進
む
の

か
､

あ

る

い

は

｢

口

承

文

芸

論
+

を

中

核
と

し

て

民

俗
学
を

形

成
し

て

い

る

ア

メ

リ

カ

や

ソ

連
の

方

向
に

進
む
の

か
､

い

ず
れ

に

せ

よ
一

長
一

壇
が

あ

る
｡

し

か

し
､

｢

属

俗
学
+

+

晦

-

弓

と

銘
打
つ

限

り

に

お

い

て

は
､

後
者
的
な

立

場
し
か

と

れ

な
い

だ

ろ

う
｡

し
か

も
､

そ

の

可

能
性
は

ほ

と

ん

ど

追
求
さ

れ

な
い

で

い

た
の

で

あ

る
｡

(

1
)

E
･

シ

ャ

ー

デ

(

坂

西

八

郎

訳
)

『

ル

ー

ト

グ
γ

ヒ

●

エ

ル

ク

と

近

代

ド

イ

ツ

民

謡

草
の

展
開
』

(

エ

イ
ジ

出

版
､

一

九
七

八
)

｡

原

著
は

､

E

岩
S

t

∽

旨
2
-
e

.

ト
ビ

邑

邑
叫

+

苧
訂

き
叫
～

訂
b

訂

卜
計

計
了

"

串

S

邑
書
的

蓋
丸

邑
達

:

ざ
～

訂

誉
札

:
･

也
哉
､

苺
(

E

計
F

宣

告
e
r

甲

b
e

品
e

ロ

ー

笥
-
)

で

あ
る

｡

一

(

2
)

土

橋
寛
『

舌

代

歌

謡

論
』

(

三
一

書
房

､

一

九

六

〇
)

､

廃
一

章
｡

(

3
)

折
口

信
夫

｢

民

謡
+

(

一

九

三

七
)

､

『

折
口

信
夫

全

集
ノ

ー

ト

窮

第

六

巻
』

(

中

央
公

論
社

､

一

九
七

二
)

､

六

〇

頁
｡

(

4
)

井
之
口

幸

次

『

民

俗
学
の

方

法
』

(

講
談
社

､

一

九

七

七
)

､

一

四

七

頁
｡

(

5
)

こ

の

二

審
は

『

定

本

柳
田

国
男
集

第
十

七

巻
』

(

筑
摩
書

司

一

九

六

九
)

に

収
録

｡

(

6
)

仲

井
幸
二

郎

『

民

謡
の

女
』

(

実
業

之

日

本

社
､

一

九

七

七
)
､

二

二
一

頁
｡

(

7
)

た

と
え

ば
､

小

泉
文

夫

『

日

本

伝

統

音
楽
の

研

究
1

(

民

謡
研

究
の

方

法
と

音

階
の

基
本

構

造
)

』

(

音

楽

之

友

社
､

一

九
五

八
)

､

内
田

る

り

子

『

田

植
は

や
し

研

究
』

(

雄

山

閣
､

一

九
七

八
)

｡

(

8
)

日

本
口

承

文

芸

学

会
で

さ

え
｢

口

承

文

芸
+

(

○

邑
巳
-
e

邑
弓
e
)

を

芭
k

｡

賀

邑
ト

く
e

と

誤
訳
し

て

お

り
､

こ

の

東
語

で

は

大

部

分

の

展
謡

は

含
ま
れ

な

い
｡

j ∂7
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(

9
)

三

隅
浄
堆
『

日

本
民

俗
碁
能
軌
静
』

(

東

京

堂

出

版
､

一

九

七

二
)

､

ニ
ー

頁
｡

〓

民

謡
の

定

義
に

つ

い

て

民

謡
は

概
念
を

示

す
用
語
で

あ
っ

て
､

自
明
の

実
体
で

は

な
い

｡

そ

れ

ゆ

え
､

民

謡
研

究
に

は

対

象
の

定

義
が

含
ま

れ

な

く
て

ほ

な

ら

な
い

｡

そ

の

定

義
と

は

単
な

る

語

釈
で

は

な

く
､

民

俗
学
の

中

に

位
置
づ

け
る

こ

と

で

あ
っ

て
､

そ

れ

自
体
も

民

俗
の

定

義
と

な

る

ぺ

き

で

あ

る
｡

柳
田

国
男
に

よ

る

と

｢

平
民
の

自
ら

作
り

､

自

(

1 0
)

ら

歌
っ

て

居
る

歌
+

で

あ

り

｢

作
者
の

無
い

歌
､

捜
し
て

も

作
者

(

1 1
)

の

わ

か

る

筈
の

無
い

歌
+

と

説
明
さ

れ

る

の

だ

が
､

こ

れ

ら
は

定

義
と
い

う
よ

り

目

安
で

あ
っ

て
､

民

俗
学

的
研

究
の

規
準
と

す
る

こ

と

は

困

難
で

あ
る

｡

た

と

え

ば
､

こ

こ

で

言
う

｢

平
民
+

と

ほ

｢

常
民
+

の

代
用

表

現
で

あ

る

こ

と

ほ

疑
い

な
い

こ

と

で

あ

り
､

そ

う
す
る

と

民

俗
を

担
う

｢

常
民
+

そ

の

も

の

の

実
在
性
を

問
わ

な

く
て

は

な

ら

な
い

の

で

あ

る
｡

(

㍑
)

柳
田

国
男
の

｢

常
民
+

ほ
､

→
ご

く

普
通
の

百

姓
+

と

い

う

実

体

を

想

定

し
て

は

い

る

の

だ

が
､

｢

人

間
に

古

風
な

慣

行
や

考
へ

方
を

持
つ

者
と

､

全

然
持
た

な
い

者
と

の

二

種
顆
が

有
ら

う
と

ほ

息
は

れ

ぬ

故
に

､

此
の

伝
承

〔

民

間
伝
承
〕

ほ

遍
ね

く

官
吏
な

ど

叶

小

(

仏
)

も

引
き

く

る

め

た

民

間
に

､

求
め

る

こ

と

が

不

可
能
で

は

無
い
+

鵬

し
､

そ

れ

だ

か

ら
こ

そ

｢

常
民
に

ほ

畏
れ

お

お

い

話
で

す
が

皇
室

(

M
)

の

方

方
も

入
っ

て

お

い

で

に

な
る
+

こ

と

に

な

る
｡

竹
用

聴
洲
に

よ

る

と
､

｢

常
民
+

ほ

｢

民

俗
学
の

基
礎
概
念
で

あ
る

と

同

時
に

そ

の

独

自
の

対

象
領
域
を

指
す

主

体

概

念

で

あ
っ

て
､

｢

常
民
+

の

客
体

化

さ

れ

た

現

象
形
態
が

民

間
伝

承
に

外

な

ら
な
い
+

こ

と

に

な
り

､

｢

常
民
+

と

は
､

視
角
の

如

何
に

ょ
っ

て

時

代

別
･

地

域

別
･

階
層

別

な
ど

種
々

に

区

分

さ

れ

う
る

当

体
と

し

て

の

国
民

生

活

文

化

を

｢

常
+

の

夷
機
で

捉

え

た

も
の

に

外

な

ら

な

い
｡

(

中

略
)

｢

常
の

民
+

よ

り

は

む

し

ろ

｢

民

の

常
+

の

意

で

あ

り
､

(

1 5
)

人

間
の

種
顆
で

は

な

く

し
て

文

化
の

種
顆
で

あ
る

｡

と

言
っ

て
､

実
体

概
念
で

は

な

く

文

化

概
念
と

位
置
づ

け
る

こ

と

に

な

る
｡

こ

れ

に

対
し

て
､

神

島
二

郎

の

考

え

方

に

よ

る

と
､

｢

常
民

は

歴
史
的
な

運

動
過

寒
そ

の

も
の

を

通

し
て

あ

ら

わ

れ

る

(

1 6
)

と
こ

ろ
の

個
性
的
な

集
合
主

体
+

で

あ

る

が

ゆ

え
に

､

文

化

概
念

で

は

な

く
､

｢

常
民
+

の

｢

民
+

ほ

｢

官
+

に

対

す
る

も

の

と

な

(

1 7
)

る
｡

L

鹿
ア

功

臣
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▲
｢

た

し
か

に
､

｢

民
+

や

｢

民

間
+

を

｢

官
+

に

対

す

る

も

の

と

す

る

こ

と
も

､

実
体
を

指
す

も
の

と

す
る

こ

と

も
､

そ

れ

ぞ

れ

の

立

場
と

し
て

認
め

る

こ

と
が

で

き
る

｡

し

か

し
､

そ

れ

な

ら
ば

民

俗
学
と

い

う
分

野
は

共

通
の

存
立

基
盤
を

失
い

､

分

解
す
る

こ

と

に

よ

っ

て
､

い

く
つ

か

の

学
問
に

吸

収

さ

れ

る

運

命
を

た

ど

る

こ

と

に

な

ろ

う
｡

さ

ら
に

､

｢

常
民
+

を

文

化

概
念
と

す

る

と

し

て

も
､

｢

常
民

性
は

､

伝
承

性
と
い

う
表
現
に

お

き

か

え

る

こ

と

も

(

18
)

で

き
る
+

の

で

は

な

く
､

｢

民

俗
性
+

と

同
一

の

も
の

と

さ

れ

な

く

て

は

な

ら

な
い

｡

つ

ま

り
､

｢

常
民

性
+

と
い

う
用

語

は

不

要

と

な
る

ば
か

り

か
､

誤

解
を

生
じ

さ

せ

る

概
念
と

な

る
｡

｢

常
民
+

な
る

概
念
が

不

要
だ

と

言
っ

て

い

る

の

で

は

な
い

し
､

そ

の

民

俗

学
に

お

け
る

役
割
を

無
視
す
べ

き

で

は

な
い

｡

そ

の

実

体
を

､

近

似
値
に

せ

よ
､

定

着
農
耕
民

に

求
め

た
こ

と

は

正

し
い

だ

ろ

う
｡

そ

れ

ゆ

え
､

｢

常
民
+

な

る

概
念
を

｢

常
民

性
+

に

移

し

か

え

る

の

で

は

な

く
､

そ

れ
は

そ

の

ま

ま
一

種
の

理

念
型
と

し
て

設
定

し

て

お

く
の

が

望
ま

し
い

｡

｢

民

俗
性
+

と

は
､

｢

常
民
+

と
の

関
わ

り
に

よ

っ

て

規
定
さ

れ

る

の

で

は

な

く
､

民

俗
と
い

う
対

象
を

と

お

し
て

追
求
さ

れ

る

も
の

で

あ
る

か

ら
､

柳
田

国
男
の

民

謡
の

定

義
は

採
用
し

が

た
い

の

で

あ
る

｡

さ

も
な

け

れ

ば
､

民

俗
学
と

は

別
に

｢

常
民

学
+

と

か

｢

常
民

史
学
+

を

主

張
す
べ

き

な
の

で

あ

一

憮
■

止

る
｡

神
島
の

｢

所
与
と

し
て

の

民

俗
と

課
題
と

し
て

の

常
民

と

を

は

っ

き

り

区

別

し
､

民

俗
は

常
民

と
の

関
連
に

お

い

て

選
択

抽
出

(

1 9
)

さ

れ

る

と
こ

ろ
の

採
集
資
料
で

な

く
て

は

な

ら
ぬ
+

と
い

う
所
見

は
､

民

俗
学
的
で

は

な
い

｡

少
な

く

と

も

私
の

考

え

る

｢

民

俗

学
+

(

-

已
打
-

O
r

堅
汀

訂
ひ

)

で

は

な
い

｡

文

化

そ

の

も
の

に

実

在
性
が

あ
る

か

ど

う
か

は

論
義
の

あ
っ

た

と
こ

ろ
で

あ

る

が
､

民

謡
に

関

す
る

限
り

､

か

な

り
の

｢

客
観
的

(

2 0
)

実

在
性
+

が

あ

る

こ

と

は

疑
い

が

な
い

｡

文

化
の

本
質
は

そ

の

実

現
を

通
し
て

認
識
さ

れ

る

も
の

で

あ

る

か

ら
､

民

俗
も
民

謡
も

存

在
そ

の

も
の

に

よ

っ

て

は

定

義
し

え

な
い

｡

通

俗
的
理

解
を

｢

民

衆
の

中
か

ら

生
ま

れ
､

伝
え

ら

れ

て

克

た
､

郷

土

色

を

持
つ

歌

(

2 1
)

謡
+

と

す
る

な
ら

ば
､

こ

れ

は

起
渡

･

伝
承

･

郷
土

に

よ
っ

て

定

義
さ

れ

て

い

る

こ

と

に

な

る
｡

こ

れ

が

十

分
な

定

義
で

あ

る

か

ど

ぅ
か

は

立

場
に

よ
っ

て

異
な
る
｡

民

俗
学
の

立

場
か

ら

言

う
と

､

民

謡
を

規
定
す
る

要
素
は

｢

民

俗
性
+

と

｢

歌
謡
性
+

で

あ
り

､

も

し

起
源

･

伝
承

･

郷

土
に

よ

っ

て

民

俗
性
が

決
め

ら
れ

る

の

な

ら
､

そ

の

定

義
で

十

分
だ

と

言
う
こ

と
に

な
る
｡

た

だ

し
､

歌
謡

の

う
ち
で

民

俗
的
な

鴻
の

で

は

な

く
､

民

俗
の

う
ち
で

歌
謡
的
な

も
の

を

民

謡
と

呼
ば

な

く
て

ほ

な

ら

な
い

｡

た

と

え

精
巣

は

同

じ

9

で

あ
っ

て

も
こ

の

手
順
は

守
ら

れ

な

く
て

は

な

ら

な
い

｡

多
く
の

郎



一 橋 論叢 第八 十 三 巻 第 四号 ( 96 )

民

謡
研

究
は

､

ま

ず
歌
謡
と
い

う

砕
か

ら

出

発
し

そ
こ

か

ら
一

歩

も

出
な
か
っ

た

が

た

め
に

､

民

俗
学
と

は

な

り
に

く
か

っ

た

の

で

あ
る
｡

そ

れ

ゆ

え
､

民

俗
学
に

と
っ

て

ほ

｢

歌
謡
民

俗
学
+

と

で

も

言
う
ぺ

き

分

野
で

扱
う
の

が

望
ま

し
い

の

で

あ

る
｡

民

謡
と

民

俗
と
の

中
間
的
レ

ベ

ル

も

同

様
に

考
え
て

い

か

な

く

て

は

な

ら

な

い
｡

｢

言

語

芸
術
+

､

｢

芸
能
伝
承
+

､

｢

口

承
文

芸
+

､

｢

民

間
文

芸
+

な

ど

と
い

う

単
位
が

考
え

ら

れ

て

き

た

が
､

い

ず
れ

の

単
位
に

も

入

り

き

ら

な
い

も
の

で

あ

る

こ

と

は

明

白
で

あ
る

｡

口

承

文
芸
と

は

文
芸
学
な

ど
か

ら

見
れ

ば

大
い

に

意
味
の

あ
る

も
の

で

あ

る

が
､

民

謡
を

口

承

文

芸
に

押
し

込
め

て

し

ま

う
こ

と
に

よ
っ

て
､

そ

の

民

俗
性
は

文
芸

的

側

面
か

ら

し
か

論
じ

ら

れ

な

く

な
っ

て

し

ま

う
｡

民

謡
に

は

客
観
的

実
在
性
が

あ
る

が
､

民

俗
そ

の

も
の

が

い

く

つ

か

の

要
素
(

お

よ

び

そ

の

結
合
)

の

複
合
体

で

あ

る

以

上
､

民

謡
も
い

く

ら
か

は

抽
象
的
な

概

念
で

あ

り
､

特
定
の

歌
謡
を

民

謡

と

非
民

謡
に

分

類
す
る

こ

と

は

出
来
な
い

こ

と

が

あ

る
｡

民

謡
に

は

実
在
性
が

あ
る

け
れ

ど

も
､

そ

の

す
べ

て

の

成
立

要
因
に

実

在

性
が

あ

る

の

で

ほ

な
い

｡

そ

れ

ゆ

え
､

比

較
的

実

在

性
の

あ

る

｢

歌
謡
性
+

と
､

あ

ま

り

な
い

｢

民

俗
性
+

と
い

う

側
面
を

分

け
･

て

考
察
す
る

こ

と

に

な
る

｡

こ

の

両

側
面
を

ま
っ

た

く

不

可

分
な

も
の

と

考
え

る

の

な

ら

ば
､

｢

民

謡
ほ

純
粋
に

考
現

学
の

対

象
と

.
汁

ほ

な

り

得
な
い

と
こ

ろ

ま
で

来
て

い

る
+

の

で

あ
っ

て

｢

も
は

や

淵

こ

の

世
か

ら

消
え

去
っ

て

行
っ

た

歌
も
か

な

り
の

数
に

の

ぼ

る

で

(

2 2
)

あ

ろ

う
こ

と

ほ

淋
し
い

か

ぎ

り
で

あ
る
+

と

の

感
慨
に

び

た

る

こ

と

に

な

る
｡

も

ち

ろ
ん

､

あ

る

実
体
を

伴
っ

た

ジ

ャ

ン

ル

が

歴
史

の

中
で

誕

生

し

た

り

消

滅
し
た

り

す
る

こ

と

は

あ
る

｡

民

俗
的
歌

謡
の

一

部
を

民

謡
と
い

う
ジ

ャ

ン

ル

と

み

な

す
こ

と
が

誤
り

と
い

う
わ

け
で

は

な
い

｡

し
か

し
､

｢

民

俗
性
+

は

普
通

性
を

持
つ

も

の

だ

と
い

う
考
慮
が

あ

れ

ば
こ

そ
､

民

俗
学
(

民

俗
研

究
で

ほ

な

い
)

が

成

立
し

う
る

の

で

あ
っ

て
､

消

滅
し

て

い

く

も
の

を

調

査

研

究
す
る

こ

と

に

よ

っ

て

も

普

遍
的
真
理
が

発
見
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

民

謡
の

瘍
合

も
､

消
え

て

行
く
の

は

特
定
の

民

俗
的

歌
謡
で

あ
っ

て

歌
謡
の

持
つ

民

俗
性
で

は

な
い

と

仮
定

す
る

｡

民

俗
的
エ

ネ

ル

ギ

ー

に

も

｢

保
存
則
+

が

あ
る

よ

う
だ

｡

か

か

る

立

場
か

ら

す
れ

ば
､

あ

る

種
の

民

俗
的
歌
謡
に

は

強
い

生

命
力

を

認
め

る

こ

と

が

で

き

る
｡

た

だ
､

そ

れ

ら

を

｢

民

謡
+

と

す
る

か

ど

う
か

は
､

民

俗
学

全

体
の

体

系
の

中
で

甥

み

決
定
さ

れ

る

で

あ

ろ

う
｡

民

俗
学
の

独

自
性
は

､

対

象
お

よ

び

そ

の

集
合
だ

け

に

あ

る

の

で

は

な
い

｡

特
に

最
近
の

よ

う
に

多
く
の

学
問
が

そ

れ

ぞ

れ

民

俗

の
一

部
を

研

究
対

象
に

し
て

く
る
.

よ

う
に

な
る

と
､

対

象
そ

の

も

の

に

よ
っ

て

は

民

俗
学
を

定

義
す
る

こ

と

は

で

き

な
い

七
､

民

俗

泰

卑
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学
独

自
の

対

象
領
域
は

ま

す
ま

す

狭
め

ら

れ

て

き
て

い

る
｡

逆
に

考
え

る

と
､

民

俗
学
は

そ

の

進
展
次

第
で

は

既
存
の

学
問
の

対

象

領
域
に

侵
出
し

そ

れ

を

共

有
す
る

こ

と

も

あ

り

う
る

の

で

あ

る
｡

民

謡
論
は

こ

の

問
題
を

扱
う
に

は

恰
好
の

分

野
で

あ

ろ

う
｡

そ

の

出
発
点
に

お

い

て

は
､

｢

郷

土

生

活
+

の

中
か

ら

生

ま

れ

そ

こ

で

伝
承
さ

れ

て

き

た

歌
謡
で

あ

る

と

し

て

も
､

そ

れ

は

実
体
と

概
念

が

此

較
的

一

致

し
て

い

た

｢

古
き

良
き

時

代
+

の

民

俗
学
の

話
で

あ
っ

て
､

こ

れ

か

ら
の

民

俗
学
に

お

い

て

は
､

実
体

そ

の

も

の

が

潜
在
化

す
る

に

つ

れ

民

俗
的
な

要
素
と

構
成
お

よ

び

伝
承

･

伝

播

な
ど

が

中
心

的
な

課

題
と

な
る

で

あ

ろ

う
｡

民

謡
は

も
と

も
と

民

俗
学
独

自
の

対

象
で

は

な
か

っ

た

が

ゆ

え

に
､

民

俗
学
的
な

問
題

が

鮮
明
に

表
わ

れ

て

い

な
か

っ

た

の

で

あ

り
､

決
し
て

民

俗
学
に

と
っ

て

周

辺

的
課
題
で

あ
っ

た

わ

け
で

は

な
い

｡

前
述
の

｢

民

俗
性
+

と

｢

歌
謡
性
+

と

に

民

謡
を

分

け
る

と

す

る

な

ら

ば
､

｢

民

俗
性
+

に

お

い

て

は

民

俗
全

般
の

定

義
を

､

｢

歌

謡
性
+

に

お

い

て

ほ

歌
謡
全

般
の

定

義
を

行
な
い

､

そ

の

両

者
の

統
合
に

お

い

て

民

謡
は

定

義
さ

れ

る
｡

た

と

え

ば
､

｢

ク

ド

キ
+

ほ

民

謡
な
■
の

か

語
り

物
な
の

か

と
い

う
こ

と

は

主
と

し
て

ジ

ャ

ン

ル

分

類
の

問
題
で

あ

る

が
､

放

送
や

ス

テ

ー

ジ

に

お

け

る

歌
謡
が

民

謡
か

ど

シ
か

ほ

存
在
状

態
の

問
題
で

あ

り

｢

民

俗
性
+

に

よ
.

っ

+

蠍
.

ヰ

て

決
め

ら

れ

る
｡

特
定
の

名

称
の

つ

い

た

歌
謡
(

た

と

え

ば

｢

佐

渡
お

け
さ
+

と
か

｢

八

木

節
+

)

が

民

謡
か

ど

う
か

を

問

う
こ

と

は

で

き

な
い

｡

答
え

る

に

は
､

そ

の

存
在
の

あ

り

方

を

知
ら

な

く

(

2 3
)

て

は

な

ら

な
い

｡

判

断
基

準
に

歌
詞
と

曲

節
も

含
ま

れ

る

こ

と

は

当

然
で

あ
る

が
､

伝

承
さ

れ

た

｢

も
の
+

の

み

に

目

を

向

け

る

と

伝
承

と
い

う

行

為
が

軽
視
さ

れ

る
｡

｢

民

俗
性
+

と

は

複
合
的
概

念
で

あ

り
､

で

き

る

だ

け

普

遍
的

な

因

数
に

分

解
し

､

あ

ら

た

め

て

そ

の

組
み

合
わ

せ

方

に

よ
っ

て

定

義
す
る

こ

と
に

な

ろ

う
｡

｢

民

俗
性
+

を

構
成

す

る

要

素

も

尺

度
や

海
産
を

示

す
の

で

あ

る

か

ら
､

特
定
の

歌
謡
を

民

謡
か

非
民

謡
に

区

分

す
る

の

で

な
く

､

｢

ど
の

巷
度
に

民

俗
的
か
+

を

問
う

の

で

あ

る
｡

も

ち

ろ

ん
､

実
体

と

し
て

の

歌
謡
と

そ

の

存
在
様
式

に

つ

い

て

は

あ

る

程
度
の

相

互

依
存

性
が

あ
る

は

ず
で

あ

る
｡

し

か

し
､

そ

の

関
係
を

知
る

た

め

に

も
､

｢

歌

謡
性
+

と

｢

民

俗
性
+

と

は

ひ

と

ま

ず
引

き

離
し
て

み

な

く

て

は

な

ら

な
い

｡

(

1 0
)

柳
田

『

定

本

第

十
七

巷
』

､

二

五
一

頁
｡

(

1 1
)

同

右
､

八

頁
｡

(

1 2
)

柳
田

『

郷

土

生

活
の

研

究
』

(

筑
摩
書

房
､

一

九

六
七
)

､

一

五

〇

頁
｡

(

1 3
)

柳
田

『

民

間

伝

東

諭
』

(

共
立

社
､

一

九

三

四
)
､

六

頁
｡

(

1 4
)

『

近

代

文

学
』

(

昭

和
三

二

年

二
月

号
)

に

お

け
る

対

談
｡

野
口

脱
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武
徳
ほ

か

窮
『

現

代

日

本

民

俗
学
Ⅱ
』

(

三
一

書
房

､

一

九

七
五
)
､

七

七

頁
よ

り

引

用
｡

(

1 5
)

竹

田

聴
洲

｢

常
民
と
い

う

概

念
に

つ

い

て
+

(

一

九

六

七
)
､

野

口

は

か

編

前

掲

苔
収

録
､

三

七

-
三

八

頁
｡

(

1 6
)

神

島
二

郎

｢

民

俗
学
の

方

法

論
的

基

礎
+

(

一

九

六
一

)

､

野
口

は

か

編

前
掲
書
収

録
､

三
一

頁
｡

(

1 7
)

神

島

『

常
民
の

政

治

学
』

(

伝
統
と

現
代

社
､

一

九
七

二
)

､

七

ゴ

只
｡

(

1 8
)

井
之

口

車
次

『

民

俗

学
の

方

法
』

､

四
八

頁
｡

(

1 9
)

神

島

前
掲

書
､

一

四

三

頁
｡

(

2 0
)

石
田

英
一

郎
『

文
化

人

洋
学

入

門
』

(

講
談
社

､

一

九
七

六
)
､

五

八

頁
｡

(

2 1
)

『

岩

波
国

語

辞

典

(

第
三

版
)

』
｡

(

2 2
)

頚
藤
豊
彦
｢

民

謡
+

､

上

野
和
男
は

か

編

『

民

俗

研

究
ハ

ン

F

ブ
ッ

ク
』

(

富

川

弘

文

館
､

一

九
七

八
)

所
収

､

二

四
二

頁
｡

(

2 3
)

旋
律
(

m
巴
0
〈

首
)

で

は

な

く
t

∈
-

①

の

こ

と
｡

三

民

謡
の

歌
謡
性
に

つ

い

て

｢

歌
謡
+

と

は

歌
詞
と

曲
節
の

み

か

ら

成
る

の

で

は

な
い

｡

特

に

民

謡
の

場
合

､

歌
わ

れ

か

状
態
を

想

定

し

な
い

限

り
､

扱
う
こ

と

は

で

き

な
い

｡

歌
謡
性
に

つ

い

て

は
､

演
唱
の

形
態
や

伴
奏
の

有
無

･

発
声
法

･

身
振
り

や

動
作
表
情

･

歌
唱
ス

タ

イ

ル

な
ど

が

辞

関
係
す
る

｡

も

ち

ろ
ん

､

歌
詞
と

曲
節
が

基

本
と

な
る

が
､

そ

れ

佗
r

∂

ら
が

ど
の

よ

う
に

統
合
さ

れ

て

歌
謡
を

成

す
の

か

は
､

十
分

に

述

(

2 4
)

ぺ

ら
れ

て

い

る

わ

け
で

は

な
い

｡

童
詞

･

重
言
菓

､

ロ

遊
び

､

物

売
り
の

声
､

な

ど

は

歌
謡
で

は

な
い

と

し

て

も
､

幾
分
か

は

歌
謡

性
を

有
し
て

い

る
｡

ア

メ

リ

カ

の

｢

ト

ー

キ

ン

グ
･

ブ

ル

ー

ス
+

の

よ

う

な

も
の

は
､

口

承

詩
で

あ

る

と

し
て

も
､

旋
律
を

欠
い

て

い

る
｡

一

方
で

ほ
､

｢

秋

田

音

頭
+

な
ど

ほ

｢

ハ

ヤ

シ
+

に

近

く
､

十

分
に

歌
謡
的
で

あ
る

と

は

言
え

な
い

｡

｢

ク

ド

キ
+

な

ど

は
､

｢

民

謡
+

で

ほ

な
い

と

し
て

も
､

｢

ウ

タ
+

で

あ

る

こ

と

に

異

議

ほ

あ
る

ま

い
｡

大
島
建
彦
は

､

｢

節
の

あ

る

こ

と

ば
+

を

長

短

に

(

お
)

分
け
て

､

そ

れ

ぞ

れ

｢

か

た

り
+

と

｢

う
た
+

と

し

て

い

る

が
､

長
短

は

相

対

的
で

あ
っ

て

本
質
的
な

区

別
で

は

な

い
｡

さ

ら
に

､

｢

か

た

り
+

と

｢

う
た
+

と

が
､

歌
唱
の

ス

タ

イ

ル

に

も

関
係
す

る

と

な

る

と
､

あ
る

言
語
作
品
が

同

時

に

双

方

に

含
ま

れ

た

り

(

あ

る

い

は

双

方
か

ら

除
か

れ

た

り
)

す
る

こ

と

は

不

思

議
で

は

な
い

｡

そ

れ

ぞ

れ

の

定

議
が

異
な
っ

た

基
準
で

な

さ

れ

れ

ば

必

然

的
に

生
じ

る

結
果
で

あ

る
｡

(

2 6
)

言
語

そ

の

も
の

に

音
楽
性
が

あ

る

以
上

､

｢

口

承

文

芸
+

は

す

ぺ

て

が

程
度
の

差
は

あ
っ

て

も

歌
謡
性

を
■
有
し
て

い

る

こ

と

に

な

る

し
､

そ

の

中
で

の

区

別
ほ

相
対

的
な

も
の

で

あ
る

｡

語
り

物
は

人

ダ

1



( 9 9 ) 民謡 と 民俗 性

烏

日

常
言

語
に

比
べ

れ

ぼ

き
わ

め

で

音
楽

的
で

あ
り

､

も

し

そ

れ

を

民

謡
と

区

別

す
る

試
み

が

妥

当
だ

と

す
る

な

ら
ば

､

歌
謡
性
の

程

度
お

よ

び

他
の

要
素
を

考
慮

に

入

れ

る

こ

と

に

な

ろ

う
｡

タ

ラ

フ

ッ

ォ

フ

は
､

ジ

ャ

ン

ル

の

シ

ス

テ
ム

を
､

川

共

通
の

理

念
=

芸

術

的
諸

原

則
と

の

関
連

､

㈲
歴

史
的
に

発
展
し

た

相

互

関
係
と
の

関

(

2 7
)

連
､

㈲

歴

史
的
運

命
と

の

関

連
､

に

よ
■

つ

て

規
定
す
る

｡

こ

れ

に

対

し
て

プ

ロ

ッ

プ

は
､

ジ

ャ

ン

ル

を

｢

自
己
の

詩
的
表
現

形

態
の

体
系
の

共

通

性
に

よ

り

結
ば

れ

た
､

一

連
の

古
代
の

通
産

､

あ
る

(

2 8
)

い

は
そ

の

稔
体
+

と

し
て

､

｢

詩
的

表
現

形

態
､

風
俗
へ

の

適
応

､

(

2 9
)

演
技
形

態
お

よ

び

音
楽

と
の

関
係
に

よ

り

規
定

さ

れ

る
+

と

す
る

｡

い

ず
れ

に

せ

よ
､

内
的
要
因
の

み

で

ジ

ャ

ン

ル

を

決
め

る

わ

け
に

は

い

か

な
い

｡

そ

れ

ゆ

え
､

こ

の

よ

う
な

考
え

方
か

ら

す
る

と
､

単
に

｢

歌
謡
性
+

の

有
無
に

よ

る

だ

け

で

｢

民

謡
+

を

認

定

す
る

こ

と

は

つ

つ

し

ま

な

く
て

は

な

る

ま
い

｡

し
か

し
､

ジ

ャ

ン

ル

構

成
を

お

こ

な

う

た

め
に

は
､

ま

ず
普
遍
的
特
性
を

抽
出
す
る

必

要

が

あ

る

し
､

歌
謡
性
を

構
成

す
る

様
々

な

要
因
は

そ

の

た

め

に

も

分

解

す
る

こ

と
に

な
る

｡

歌
謡
性
は

必

然
的
に

音
楽

性
を

含
む

｡

と
こ

ろ
が

民

俗
学
で

も

文

芸
学
で

も

民

謡
の

音
楽
性
に

言

及
す
る

こ

と

は
､

む

し

ろ

ま

れ

で

あ
っ

た
｡

カ

ー

ル

レ

･

ク
ロ

ー

ン

が

葡

民

間
の

精
神

的
文

化
か

ら
は

､

更
に

民

間
音
楽
を

特
殊
な

研

究
分

野
と

し
て

分
た

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

こ

れ
は

特
殊
な

天

賦
と

訓
練
と

を

持
っ

た

特
別
な

蒐
集
家
と

研
究
者
と

を

必

要
と

す
る

｡

音
楽
的
な

耳

も
､

同
じ

や

う
に

外

部
の

形

式
に

対

す
る

限
も

､

民

俗
学
者
に

な

く
て

は

な

ら
ぬ

も
の

と

し
で

要
求

す
る

こ

と

は

出
来
な
い

｡

民

俗
学

者
の

関
心
は

主
と

し
て

､

内

部
の

思

想
の

世

界
に

向
け

ら

れ

る
ぺ

き
で

､

彼
の

知
覚
力
ほ

こ

れ

に

(

3 0
)

よ
っ

て

十

分
に

左

右
さ

れ

る

の

で

あ
る
｡

と

言
っ

て

い

る

と

し
て

も
､

こ

の

こ

と

は

ク

ロ

ー

ン

の

考

え

る

｢

民

俗
学
+

だ

け
に

し

か

通

用

し

な
い

｡

民

間

信
仰
の

研

究

者
に

ほ

あ
る

程
度
の

宗
教
学
の

知
識
が

必

要
と

な

る

の

と

同

じ

く
､

民

謡
論
に

音
楽

学
を

若
干

と

い

ぇ
ゼ

も

要
求
し

た

か

ら

と
い

っ

て
､

決
し
て

不

当
な
こ

と
で

は

な
い

｡

日

本
民

謡
の

場

合
は

､

｢

テ

ト

(

3 1.
)

(

望

ラ

コ

ル

ド

理

論
+

と
か

｢

構

造

模

式

図

(

骸
骨
囲
)

+

の

存
在
さ

え

も

無

視
し

て

研

究
を

進
め

よ

う
と

す
る

の

は
､

自
ら
の

可

能
性

を

廟
限

す
る

も
の

で

あ

る
｡

音
楽

理

論
を

十

分

に

理

解
し

な

く
て

は

な
ら

な
い

､

と

言
っ

て

い

る

の

で

ほ

な
い

｡

音
楽

的
側
面
は

民

俗
性
と

関
わ

り
が

な
い

と

い

う

前
提
は

認

め

ら

れ

な
い

し
､

様
々

減
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(

3 3
)

な

研
究
ほ

む
し

ろ
こ

の

道
の

事
実
を

明

ら
か

に

し

て

い

る

か

ら
で

あ
る
｡

民

謡
は

歌
だ

か

ら

音
楽
的
側
面

も

考
え

る
､

と

い

う

よ

り

は
､

あ
る

種
の

音
楽
的
側
面
は

そ

れ

自
体

重

要
な

民

俗
的

要
素
で

あ

る
､

と
い

う

認
識
に

よ

る

の

で

あ

る
｡

こ

こ

で

マ

フ

ク

ス

･

ウ

(

洪
)

エ

ー

バ

ー

の

薬

理

的
分

析
や

カ

ー

ル

･

ビ

ュ

ヒ

ャ

ー

の

作
業
唄
の

(

3 5
)

研

究
を

思
い

起
こ

し
て

み

る

の

も
､

決
し
て

場
違
い

の

こ

と

で

は

あ

る

ま
い

｡

(

2 4
)

直
接
に

民

謡
を

扱
っ

た

も
の

で

ほ

な

い

が
､

ブ
ィ

オ

ー

ラ

(

W
･

W
i

O

旨
)

(

石

井
不
二

應

訳
)

『

ド

イ
ツ

･

リ

ー

ト

の

歴
史

と

美
学
』

(

音
楽

之

友

社
､

一

九
七

三
)

第
一

部
に

お

け
る

り

-

ト

の

規

定

も

参
考
に

な

ろ

う
｡

(

2 5
)

大

島
建
彦
｢

口

承

文

芸
+

､

『

日

本

民

俗
学
講
座

第
四

巻
』

(

朝

倉
書
店

､

一

九

七

六
)

所

収
｡

(

2 6
)

最
近

の

啓
蒙
的

な

著
作
と

し

て

は
､

小

倉

朗
『

日

本

の

耳
』

.
(

岩
波

書
店

､

一

九

七

七
)
､

別

宮

貞
徳
『

日

本
語
の

リ

ズ

ム

』

(

講

談
社

､

一

九

七

七
)

､

小

泉
文

夫

｢

日

本

語
の

音

楽

性
+

(

『

音

楽

の

親
藩
に

あ

る

も

の

』

青
土

社
､

一

九

七
七

､

一

二

六

-
一

五

九

頁
)

｡

(

2 7
)

N
･

タ

ラ

フ

ツ

ォ

フ

編

(

中

田

甫

訳
)

『

口

承
文

芸
-
ロ

シ

ヤ
』

(

ジ

ャ

パ

ン

･

バ

ブ

リ

ァ

シ

ャ

ー

ズ
､

一

九

七

九
)

､

四

六

-
五

四

ゴ

只
｡

(

2 8
)

グ
ェ

･

ヤ
･

ブ

ロ

ワ

プ

(

斎

藤
君

子

訳
)

『

口

承
文

芸
と

現
実
』

(

三

弥
井
書
店

､

一

九
七

八
)

､

五
一

兵
｡

一

群
.

(

2 9
)

同

右
､

五
五

頁
｡

(

3 0
)

関

敬

吾

訳

『

民

俗
学
方

法

論
』

(

岩
波
書

店
､

一

九

四

〇
)

､

三

〇

頁
｡

(

3 1
)

小

泉

文
夫

『

日

本

伝

統

音

楽
の

研

究
』

｡

(

3 2
)

柴
田

南

雁

『

音
楽
の

骸
骨
の

は

な
し

-
日

本
民

謡
と
1 2

音
音

楽
の

理

論
』

(

音

楽
之

友

社
､

一

九

七

八
)

｡

(

3 3
)

民

俗

学
で

は

な

く

と

も
､

ブ

ラ

ァ

キ

ン

グ

(

徳

丸

書

彦
訳
)

『

人

間
の

音
楽
性
』

(

岩
波

書

店
､

一

九

七

八
)

な

ど
は

示

唆
に

富

む
｡

(

3 4
)

ゥ
ェ

＼
ハ

ー

(

安

藤
英

治
は

か

訳
)

『

音

楽

社

会

学
』

(

創

文

社
､

一

九
六

八
)

｡

(

3 5
)

ビ

ュ

ヒ

ヤ

ー

(

高
山

洋

書

訳
)

『

作
業
歌
(

労
働
と

リ

ズ

ム

)

』

(

刀

江

書

院
､

一

九
七

〇
)

｡

四

民

俗
性
の

規
定
に

つ

い

て

民

謡
の

民

俗
性
と

は
､

原

則
と

し

て

民

俗
一

般
の

民

俗
性
と

同

じ

で

あ

る
｡

も

し

民

謡
独

自
の

民

俗
性
が

あ
る

と

し
て

も
､

そ

れ

は

副
次

的

な

価
値
を

持
つ

｡

民

俗
が

文

化
の

一

部
を

成

す
も
の

で

あ

る

こ

と

に

つ

い

て

は

異
論
が

な
い

と

し

て

も
､

民

俗
性
を

規
定

す
る

要
素

･

要
因
に

つ

い

て

ほ

い

く
つ

か

が

考
え

ら

れ

て

お

り
､

民

俗
学
の

歴

史
的
変
遷
の

中
で

様
々

な
理

解
が

な

さ

れ

て

き
た

｡

同
じ

英
語
周
で

あ
っ

て

も
､

満
神
文
北
と
一

部
の

言
語
文

北

を

故

.

奉

書

∂6 4



( 1 0 1) 民謡 と民 俗性

島
｢

う
イ

ギ

リ

ス

民

俗
学
と

言

語

文

化
を

中
心
と

し

て

精
神
文

化
･

物

(

3 6
)

質
文

化
を

扱
う
ア

メ

リ

カ

民

俗
学
で

は
､

｢

フ

ォ

ー

ク

ロ

ア
+

の

意
味
は

か

な

り

異
な
る

し
､

日

本
固
有
の

精
神

文

化
を

中
心

と

す

る

｢

柳
田

民

俗
学
+

が

民

俗
学
だ

と

す
る

と
､

別
に

｢

民

具
学
+

(

57
)

が

提
唱
さ

れ

る

こ

と

に

も

十

分
な

理

由
が

あ

る
｡

こ

の

よ

う
な

情

況
で

｢

民

俗
性
+

に

つ

い

て
一

致
を

求

め

る

こ

と

は
､

か

な

り

む

ず
か

し
い

こ

と
で

あ

る
｡

文
化
の

伝

承
が

言
語
を

中
心
に

し
て

行
な

わ

れ

る

も
の

で

あ

る

以

上
､

民

俗
を

考
え

る

際
に

言

語
そ

の

も

の

の

一

般
的

特
徴
と

諸

機

能
を

無

視
す
る

わ

け

に

は

い

か

な
い

｡

物
質
文

化
で

さ

え
､

物

そ

れ

自
体

を

文

化

的
脈
絡
か

ら

切

り

離
し
て

｢

伝

承
+

す
る

こ

と

は

で

き

な
い

し
､

そ

の

脈
絡
の

中

心
に

あ
る

の

が

言
語
で

あ

る
｡

民

俗
学
と

言

語

学
は

方

言
だ

け
に

お

い

て

接
し
て

い

る

の

で

は

な

い
｡

そ

れ

は

研
究

対

象
の

接
点
で

あ

り
､

言

語
が

文

化
を

保

持
し

統
合

し

伝

達
す
る

役
目

を

果
し
て

い

る

こ

と

に

お

い
■

て

は
､

全

面

的

な

関
連
を

持
っ

て

い

る

の

で

あ
る

｡

あ

る

言

語
が

特
定
の

民

族

と

文

化

と
を

統
合
す
る

の

と

同

じ

く
､

こ

と

ば

(

特
に

､

位
相
で

(

38
)

示

さ

れ

る

部
分
)

は

特
定
の

民

俗
と

民

俗

集
団

(

ぎ
【

打

笥
○

亡

p
)

と

を

統
合

す
る

｡

た

だ

し
､

言
語
も

文

化
で

あ

る

と

し

て

も
､

言

語
の

す
べ

て

が

民

俗
で

は

な
い

｡

民

俗
の

定

義
の

中
に

は

言

語
も

一

.

甥
叩

含
ま

れ

る

と

解

釈
可

能
な

も
の

が

少

な

く

な
い

が
､

言
語
作
品
の

一

部
に

と

ど

め
て

お

く
の

が

望
ま

し
い

だ

ろ

う
｡

言
語
そ

れ

自
体

は

民

俗
と

は

別
の

レ

ベ

ル

で

考
察
す
べ

き
で

あ

る
｡

(

3 9
)

民

謡
は

柳
田

の

三

分

類
(

有

形

文

化
･

言

語

芸

術
⊥

心

意

現

象
)

に

よ

る

と

言

語
芸

術
(

あ
る

い

は

口

承
文

芸
)

に

含
ま
れ

る
｡

し

か

し
､

こ

れ

は

便
宜

上
の

も
の

で

あ

っ

て
､

基
本

的
に

は

三

領

域
の

す
べ

て

に

関

係

す
る

と

考
え
る

べ

き

で

あ

る
｡

文

芸
で

あ
る

と

同

時
に

音
楽
で

あ

り

芸

能
で

あ

る
｡

労
働
や

舞
踊
と

結
び

つ

く

も

の

に

は
､

身
振
り

や

動
作
が

題

著
で

あ

る

し
､

道
具
や

楽

器

類

を

要
す
る

も
の

も

少

な

く
な
い

｡

儀
礼

や

心

意
現

象
､

年
中
行

事

や

社

会

制

度
と

も

関

連
す
る

｡

歌
う
こ

と

に

ほ
､

歌
の

み

な
ら

ず

時
と

所
と

目

的
が

あ

り
､

歌
い

手
と

聴
き

手

(

両

者
を

兼
ね

た

と

し
て

も
)

が

い

る
｡

そ

の

よ

う
な

様
々

な

条
件
が

満
た

さ

れ

た

場

合
に

歌
わ

れ

る

の

で

あ
っ

て
､

民

俗
学

的
に

は

そ

の

一

部
の

領
域

だ

け
に

限

定

す
る

こ

と

は

で

き

な
い

｡

民

謡
に

限

ら

ず
､

音
楽
や

文

芸

は

単
な
る

生

活
の

ア

ク

セ

サ

リ

ー

ま

た

は

潤

滑
油
と

し
て

存
在
し

て

い

る

の

で

ほ

な
い

｡

そ

の

よ

ぅ

な

機
能
が

あ

る

こ

と

は

当

然
だ

と

し

て
.
も

､

そ

れ

だ

け

し

か

認

め

な
い

こ

と

と

実

際
と

は

別

物
な

の

で

あ

る
｡

さ

も

な

け
れ

ば
､

文

芸
社

会
学
や

音
楽

社

会
学
な
ど

と
い

う
研

究
分

野
ほ

発
達
し
な

減
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か

っ

た
は

ず
で

あ

る

(

た

だ

し
､

こ

れ

ら

は

民

謡
に

は

そ

れ

ほ

ど

の

関
心
を

示
し

て

い

な
い
)

｡

そ

れ

ゆ

え
､

民

謡
は

社

会
を

反

映

し
て

い

る

の

と

同
時
に

社

会
も

そ

れ

に

よ
っ

て

反

映

さ

れ

て

い

る

と

考
え
る

の

が

順
当

で

あ
る

｡

歌
う
こ

と

に

よ

っ

て
､

心

意
を

表

現

し
､

生

活
態

度
を

養
い

､

民

俗
的
世

界
観
を
つ

く
っ

て

い

っ

た

か

ら
こ

そ
､

民

俗
集
団
に

お

け
る

共

有
財
産
と

な

り

ま
た

集
団
へ

の

帰
属
を

確
認

す
る

こ

と

が

可

能
と

な

る

の

で

あ

る
｡

民

謡
が

｢

村
の

全

体

的
な

性
格
と

､

ど

う
こ

う
と
い

う

関

係

を
も

た

な
い

(

胡
)

で

伝
承
し

て

い

る

と
い

う
ふ

う

な
も
の
+

あ
る

い

は

｢

こ

れ

か

ら

の

社

会
生

活
に

と

り
､

そ

の

進
展
の

上

に

ど

う

と
い

う
こ

と

も

な

(

4 1
)

く

受
け

継
が

れ

る

よ

う
な

民

俗
+

と
い

う

評
言
は

､

民

謡
を

テ

キ

ス

ト

と

し

て

み

た

場
合
(

つ

ま

り
､

非
民

俗
学

的

な

見
地

の

場

合
)

に

は

あ
て

は

ま
る

こ

と

も

あ

る

が
､

他
の

民

俗
と

同
じ

く

社

会
と

と

も

に

急
速
な

変
化
を

と

げ
て

き

た

こ

と

を

み

る

と
､

｢

村

の

全

体
的

な

性
格
+

と

深
く

関
わ

り

あ
っ

て

伝
承
さ

れ

て

き

た

も

の

と

し

か

考
え

よ

う
が

な
い

｡

子

守
唄
の

盛

衰

を

例
に

と

る

だ

け

で

も

明
白

な

テ
と

で

あ

る
｡

直
接
的

で

は

な

く
と

も
生

活
と

結
び

つ

い

て

い

た

か

ら
こ

そ
､

口

頭
伝
承

に

よ
っ

て

民

俗
は

生

き

て

い

た

の

で

あ

り
､

生

酒
か

ら

遊
離
し
た

と
こ

ろ
で

ほ

民

俗
が

存
続
す

(

4 2
)

る

こ

と

は

で

き

な
い

｡▲
F

民

俗
性
を

規
定
す
る

も
の

ほ
､

言

語
を

直
接
的

･

間

接
的
に

媒

淵

体
と

し

た

民

俗
集
団
の

存
在
で

あ

り
､

そ

こ

に

お

け

る

伝
承
の

様

式
で

あ
る

｡

こ

の

様

式
と

は

｢

口

頭
ま
た

は

例
示
に

よ

る

伝
承
+

で

あ

り
､

民

俗
は

｢

口

頭
例
示

伝
承
に

よ

る

も

の
+

､

民

俗

学
は

｢

民

俗
(

お

よ

び

そ

の

伝

承

と

民

俗
集
団
)

の

研
究
+

と

な

る
｡

こ

の

規
定
は

文
化
人

類
学
と
の

接
点

を

示

し
て

い

る
｡

だ

が
､

民

俗
学
に

お

け
る

民

俗
は

｢

口

頭
例
示

伝

承
に

よ

っ

て

の

み

伝
え

る

こ

と

の

で

き
る

も
の
+

が

中
心

と

な
る

｡

そ

れ

ゆ

え
､

民

俗
学
は

｢

文

明

社

会
+

､

｢

近

代

社
会
+

､

｢

有
文

字
社

会
+

を

主

た

る

対

象

と

す

る

(

こ

の

逆
に

､

｢

文

明

社

会
+

を

対

象
と

す
る

学

問
が

民

俗
学
で

あ
る

､

と

言

う
の

は

正

確
で

は

な
い
)

｡

口

頭

例

示

伝

承

は

し

ば

し

ば

｢

文

字
を

媒
介
と

し

な
い

こ

と
+

と

理

解
さ

れ

て

い

る

が
､

こ

れ

は

積
極

的
な

価
値
を

有
す
る

側
面
で

あ

り
､

文
字
伝

承

と

対

立

す
る

概
念
で

は

な
い

｡

た

し
か

に
､

文

字
に

よ
っ

て

伝

え

る

こ

と

の

で

き

る

部
分

に

は

｢

民

俗
+

で

は

な

く

な
っ

て

い

っ

た

も

の

も

多
い

｡

し

か

し
､

少
し
で

も

文

字
伝
承

に

関

係

し
た

も
.

の

を

排
除
す
る

こ

と

に

よ
っ

て

は
､

口

頭
例
示

伝
承

そ

の

も
の

の

理

解
ほ

で

き

な
い

｡

｢

口

頭
例
示

伝
承
+

は
､

民

謡
の

場
合

､

と

り

あ

え

ず
｢

口

頭

伝
承
+

と

読
み

か

え

て

お

い

て

為

大

き
凌

不

都
合
は

生

じ

な
い

｡

-

姐

訂
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一
▲
t
｢

と
こ

ろ
が

､

民

俗
学
は

｢

口

頭
伝
承
+

そ

の

も
の

に

つ

い

て

あ

た

り

前
の

こ

と

と

し
て

特
別

な

注

意
を

払
っ

て

こ

な
か

っ

た
｡

こ

の

点
に

関
し

て

民

俗
学

ほ

文

化

人

類
学
や

文

芸

学
か

ら

も
っ

と

学
ば

な

く
て

は

な

ら

な
い

｡

文

化
人

類
学
に

お

い

て

は

特
に

歴
史
性
と

(

4 3
)

の

関
わ
り

に

お

い

て

論
じ

ら
れ

て

い

る

し
､

文

芸

学
に

お

け

る

(

叫
)

｢

口

承

理

論
+

で

は

口

承

文

芸
の

動
的
な

特

質
を

追
求
し
て

き
て

い

る
｡

｢

口

頭
伝
承
+

と

は

口

頭
的
で

あ

り
か

つ

伝
承

的
で

あ

る

こ

と

を

指
す

｡

だ

が
､

→
口

頭
性
+

に

つ

い

て

も

様
々

な

段
階
が

あ

り
､

い

わ

ゆ

る

｢

無

文

字
社

会
+

で

さ

え

も

純
粋
の

口

頭
文

化

社
会
で

(

4 5
)

ほ

な
い

｡

｢

伝
承

性
+

に

つ

い

て

は
､

普
通
は

世
代

を

越

え

た

伝

達
を

指
す
と

し

て

お

け
ば

よ

い

が
､

一

方

で

は

空

間
的
伝
達

､

つ

ま

り

伝
播
を

も

含
め
て

お

く

必

要
が

あ

る
｡

伝
承

性
に

は

｢

継
続

性
+

が

重

要
と

さ

れ

る

が

部
分

的
に

は

断
続
的
で

も

あ

り

う
る

｡

民

謡
に

お

い

て

は
､

文

字
の

ほ

か

に

楽
譜
も

､

ま

た

レ

コ

ー

ド

や

テ

ー

プ

あ
る

い

は

放
送
等
の

通

信
手

段
が

介
在
し

て

く

る

こ

と

も

あ

る
｡

そ

れ

ら
に

よ

っ

て

伝
達
さ

れ

る

も
の

を

考
察
の

中
に

入

れ

た

か

ら

と
い

っ

て

自
動
的
に

民

俗
学
的
で

は

な
い

と

す
る

の

ほ
一

面

的
な

見
方
で

あ
る

｡

ア

メ

リ

カ

の

カ

ン

ト

リ

ー

音
楽
が

民

俗
か

(

4 6
)

ど

う
か

ほ

論

議
の

あ

る

と

こ

ろ
だ

が
､

ど

ち

ら
か

に

決
め

る

の

で

`

ム

ー
ア

1

は

な

く
て

部
分

的
に

民

俗
性
を

見
て

ゆ

く
べ

き

で

あ

ろ

う
｡

つ

ま

り
､

口

頭
伝
承
は

最
も

大
き

な

基

準
で

は

あ

る

が
､

文

化
社

会
の

あ

り

方
と

伝
達
の

殊
体
の

両

面
に

お

い

て
､

程
度
の

差
で

あ

る

こ

と

を

認
め

な

く
て

は

な

ら

な
い

｡

口

頭
伝
承

と
い

う

側
面
が

示

す
も
ゐ

は
､

･
伝
承
と
い

う
コ

､

､

､

ユ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

行
動
が

基
本
的
に

は

対

面

的
な

人

間
関

係
を

前
提

と

し
､

特
定
な

時
と

所
に

お

い

て

目
的
と

効
用

と
い

う

機
能
を

持

つ

こ

と

で

あ

る
｡

そ

こ

で
､

集
団

性
を

考
え

て

み

る

必

要
が

あ

る
｡

集
団

性
を

規
定

す
る

も
の

は

言

語
で

あ

り
､

言
語
を

直
接
的

･

間

接
的
に

媒
体
と

し

た

民

俗
は

集
団
の

中
か

ら

生

ま

れ
､

ま
た

集
団

を

逆
に

規
定

す
る

｡

こ

こ

で

言
う

集
団

性
と

は
､

単
に

人
々

が

集

ま
る

こ

と

で

は

な
く

､

そ

の

奥
ま

り

方
で

あ

る
｡

そ

の

要
因
の

主

な

も
の

に

は
､

地

域
(

地

理

的
･

局

地

的
)

･

職

業
･

血

縁
･

出

身
･

教
育

･

宗
教

･

興

味
関
心

･

年
齢

･

性
別

な
ど

が

あ

る
｡

そ

れ

ゆ

え
､

民

俗
集
団
は

あ

れ

や

こ

れ

と
い

っ

た

特
定
の

も
の

を

指

定

す
る

こ

と

も
で

き
る

が
､

特
定
の

人

間
は

通

例
一

度
に

(

時

間

的
･

空

間
的
に

若
干
の

ズ

レ

ほ

あ

る

が
)

い

く
つ

か

の

集
団
に

帰

属
す
る

｡

い

わ

ゆ
る

｢

常
民
+

と

は
､

こ

れ

ら
の

民

俗
集
団
の

成

立

要
因
を

最
大

限
に

共

有
し
た

集
団

構
成

員
で

あ
る

｡

｢

郷
土

性
+

と

は
､

地

域
の

み

な

ら

ず

職
業

･

血

縁
･

宗
教
な

ど
に

ょ

る

社

会

脚
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経

済
的

文

化

的

複
合

概
念
で

あ
っ

て
､

民

俗
集
団

性
の

一

つ

で

あ

る

が
､

単
一

の

概

念
で

ほ

な
い

｡

農
村
社
会
に

民

俗
集
団

性
が

強

い

の

は
｢

こ

の

諸

要
因
を

共

有
す
る

部
分
が

多
い

こ

と

に

よ

る

の

で

あ
っ

て
､

郷
土

性
の

み

に

よ

っ

て

民

俗
性
を

律
す
る

こ

と

は

で

き

な
い

｡

そ

れ

ゆ

え
､

民

謡
を

｢

本

来
､

郷

土
の

民

衆
集
団
の

問

に

自
然
に

発
生

し
､

伝

承
さ

れ

て

ゆ

く

う

ち
に

､

そ

の

生

活

感

情

(

4 7
)

を

素
朴
に

反

映

し

た

歌
謡
+

と

す
る

定

義
は

受
け
入

れ

ら

れ

な
い

｡

逆
に

言

え

ば

地

域
性
に

乏
し
い

民

俗
集
団
も

あ

る

わ

け

で
､

た

と

え

ば

｢

放
浪
芸

人
+

は
そ

れ

自
体

が

職
業
的
な
民

俗
集
団

で

あ

り
､

し

か

も

他
の

集
団
と

接
す
る

こ

と
に

よ

っ

て

成
立

し
て

い

る

集
団

と

考
え

る

こ

と

が

で

き

る
｡

｢

放
浪
芸
+

の

民

俗
学
的
研

究
と

ほ
､

他
の

民

俗
の

伝
播
に

貢
献
し

た

役
割

を

考

え

た

り
､

現

代

の

演

劇
･

舞
踊

･

音
楽
な
ど
の

起

源
と

し
て

み

る

だ

け

で

な

く
､

そ

れ

自
体

を

民

俗
的

存
在
と

し

て

認

め
る

こ

と

も

含
ま

れ

な

く
て

は

な

ら

な
い

｡

な
お

､

民

俗
に

お

け
る

非
個
性

的
･

類
型

的
･

素
朴
的

な

面
は

民

俗
集
団
性
を

示

し

て

い

る

の

で

あ
っ

て
､

集
団

内
に

お

い

で

は

肯
定

的
で

前
向

き
の

価

値
を

有
す
る

の

で

あ

る
｡

民

謡
に

お

け
る

目

的
､

あ

る

い

は

易
面
と

機
能
は

柳
田

の

民

謡

分

類
の

基

準
と

な
っ

た

も
の

で

あ

り
､

こ

れ

も

民

俗
性
の

一

部
で

あ

る
｡

し
ば

し
ば

､

民

謡
の

｢

転
用
+

と

い

う
こ

と

が

論
じ

ら
れ

i
F

る

が
､

民

謡
そ

れ

自
体

に

目

的
が

あ

る

の

で

は

な

べ
､

目

的
に

応

減

じ
て

歌
わ

れ

る

の

で

あ

る
｡

そ

れ

ゆ
え

､

目

的
に

よ
っ

て

は

十

分

な

民

俗
性
を

備
え

て

い

な

い

民

謡
も

あ

る
｡

ま

た
､

聴

衆
(

聴

者
)

に

よ

っ

て

演
唱
が

変
化

す
る

と

い

う
こ

と

は
､

民

謡
の

動
的

な

特

質
で

あ

り
､

民

謡
に

衰
退
が

あ

る

な

ら

ば
､

そ

れ

は

伝
承

者

の

問
題
と
い

う
よ

り

は

む

し

ろ

聴

衆
お

よ

び

場
面
の

消

滅
に

よ

る

の

で

あ

る
｡

民

謡

が

｢

ブ

ー

ム

+

に

な
っ

た

り

｢

リ
バ

イ
バ

ル
+

す
る

と

言
っ

て

も
､

そ

れ

は

異
な
っ

た

場
面
と

聴
衆
の

出
現
に

よ

る

も

の

で

あ

り
､

民

俗
的
に

生
き

返
っ

て

い

る

の

で

は

な

く
､

大

体
に

お

い

て

風
俗

現

象
で

あ

る
｡

継

続
性
は

テ

キ

ス

ト

と

歌
唱
ス

タ

イ

ル

の

一

部
に

残
っ

て

い

る

だ

け

で

あ
っ

て
､

そ

の

動
的
な

特

質
は

か

な

り

失

わ

れ

て

い

る
｡

口

頭
伝
承

と

民

俗
集
団

性
に

よ

っ

て
､

同

系
版
(

畠
r
小

p

ロ
t

)

と

(

4 8
)

異
版
(

く
e

邑
｡

ロ
)

.
が

生

ま

れ

る

の

は

必

然
的
で

あ

る
｡

民

俗
で

あ

る

限
り

､

異
版

と
い

う
形
で

し
か

存
在
し

え

な
い

し
､

一

例
し

か

な
い

も
の

は

民

俗
た

る

資
格
が

疑
わ

し

い

こ

■と

に

な

る
｡

時

間

的
･

空

間
的
に

異
版
は

分

布
し

､

き

わ

め

て
一

部
の

み

が

記

録
と

な
っ

て

残
る

｡

異
版
が

多
け

れ

ば

そ

れ

だ

け

広
く

伝
承
さ

れ

て

い

る

こ

七

で

あ

り
､

そ

の

間
に

は

伝
東

者
が

切

れ

目

な

く

介
在
し

､

ま

た

そ

れ

ぞ

れ

の

民

俗
集
団
の

好
み

や

目

的
に

合
わ

せ

て

変
化

し

≠

汁
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俄

て

き

た
こ

と

を

示

す

∵
異
版
は

そ

れ

ぞ

れ

異
な
る

が

あ

る

ま

と

ま

り

を

も
っ

た

も
の

と

し
て

認

識
さ

れ

る

の

で

あ
る
｡

こ

の

可

変
性

の

原

因
尼

は

記
憶
ち
が

い

や

忘
却
と
い

う
こ

と

も
あ

る

け

れ

ど

も
､

可

変
性
ほ

む

し

ろ

そ

れ

ぞ

れ

の

民

俗
集
団
の

特
性
を

示

す
こ

と
に

ょ

る

の

で

あ
っ

て
､

民

俗
に

と
っ

て

は

必

要
条
件
で

あ

る
｡

(

3 6
)

】
.

】

サ

ロ
r

戸
ロ
く

甲
ロ

d
.

→

賢

治
ま

せ

阜

ゝ
芸
恥

3 .

b

§
勺
Q

蒜
訂
言

㌧

ゝ
逮

ヽ
さ

キ
Q

札

琶

賢
達

(

々
○
【

t

O
ロ

ー

一

芸
∞
)

を

参
照
せ

よ
｡

｢

フ

ォ

ー

ク

ロ

ア
+

を
口

承

民

俗
に

限
る

立

易
で

ほ
､

民

俗

全

体

は

:

訂
芹
-

0
1

0

P

ロ

d

訂
-

E
-

訂
=

と

呼
ぶ

こ

と

に

な

る

(

R
.

]

芦

ロ
0
1

∽

○

ロ
.

e

d
.

.

勺
Q
～

已
Q

言

串
3
丸

勺
Q
～

監
+
盲
㌧

ゝ
恵

一

邑
言
軋
や

岩
"

音
声

P
ロ
i

く
.

〇
叫

C
F

r

監
･申
じ

勺
1

2
S

ロ
ー

ー

笥
N
)

｡

(

3 7
)

宮
本

常
一

『

民

具

学
の

提
唱
』

(

未
来

社
､

一

九
七

九
)

｡

(

詔
)

後
述
す
る

よ

う
に

､

こ

れ

は
レ

ッ

ド
フ

ィ

ー

ル

ド

(

声

河
①

チ

P
e
-

d
)

ら
の

｢

民

俗
社

会
+

(

訂
-

打

岩
C
小

e
t

y
)

で

は

な
い

｡

(

3 9
)

『

郷

土

生

活
の

研
究
』

お

よ

ぴ

『

民

間

伝

承

静
』

｡

(

4 0
)

和
歌
森
太

郎
『

柳
田

国
男
と

歴
史

学
』

(

日

本

放
送
出

版

協

会
､

一

九

七
五
)
､

八
二

頁
｡

(

4 1
)

和
歌
森
｢

歴
史
と

現

代
の

間
で
+

(

『

日

本

民

俗

学

講
座

第

五

巻
』

所
収
)

､

二
一

九

頁
｡

(

4 2
)

民

謡
と

社

会
と

の

関

連
に

つ

い

て

ほ

十

分
な

研

究
が

な
さ

れ
て

い

る

わ

け
で

は

な

い
｡

全

般
的

な

問

題
に

つ

い

て

ほ

戸

句
-

日

日

?

g

巴
-

.

〇

言
､

勺
Q

監

ぢ
㌧

ヽ

訂

宅
已

葛
♪

∽

首
途

忘
岩ヾ
岩
恥

§
丸

叫
q

3
.

已

〔
Q

邑

罠
h

(

C

P

m
b
l

岩
内
2

亡
ロ
i

く
.

勺
【

e

冨
.

-

笥
○

が
､

民

謡
の

ス

タ

″

阜
､

イ
ル

と

文

化
と

の

関

係

に

つ

い

て

は
､

問
題

点
も

多
い

が
､

A
.

｢

?

m
p

メ

勺
Q

蒜

叫
q

ま

内

払

ミ
屯

串

ぎ
叫

C

已
ぎ
言

(

-

芸
如
い

ゴ
p

ロ

買
ぇ
-

○
日

出
0
0

訂
,

-

宅
∞

)

に

お

け

る

計

量

歌

謡

論

(

c

甲
ロ

t

O

m
e

t

ユ
n

∽
)

が

参

考
に

な

ろ

う
｡

前
者
に

つ

い

て

は
､

拙

評

が

『

言

語

文

化

(

一

六

号
)

』

に

掲

載
の

予

定

で

あ

る
｡

(

4 3
)

1
.

く
中
ロ

巴
ロ
P

.

〇

岩
叫

→

岩
丸
叫

箪
Q

ぎ
t
→

巴

声

J

y

芦
]

芦

W
ユ
g
F
t

(

-

諾
ぃ

い

吋
e

ロ

g

已
ロ

u
0

0

訂
-

-

当
山

)

お

よ

び

川

田

順
造

『

無

文

字

社

会
の

歴

史
』

(

岩

波

書

店
､

一

九
七

六
)

｡

(

4 4
)

い

わ

ゆ

る

｢

バ

リ

ー

=
ロ

ー

ド

学

派
+

の

理

論
で

､

詳
し

く
ほ

A
･

申

｢
O
r

d
-

り

訂

繁
盛

｢

等

阜

→

已
訣

(

-

課
○
‥

A
t

F
e

ロ
e

百

日
.

-

ま
8

を

参
照

さ

れ

た
い

｡

日

本
に

お

い

て

は
､

山
.

本

書

左

右

｢

｢

口

語
り
+

の

論

-
ゴ

ゼ

歌
の

場
合

-
+

(

『

文

学
』

集
四

四

巻
一

〇

号
､

一

一

号
､

四

五

巻
一

号
)

が

あ
る

｡

(

4 5
)

句
i

ロ
ロ
e

g
p

ロ

前

掲

書
､

川

田

前
掲

書
｡

(

4 6
)

民

俗
と

認

め

る

立

場
の

も

の

と

し

て

は
､

ヽ
Q

葛
さ

已

阜
ゝ
S
等
･

訂
白
寄

切
Q
ト

巴
葛
Q

の

ヒ

ル

ビ

リ

ー

特

集

号

(

く
○
-

.

詔
.

2
0
t

旨
¢

▼

-

冨
山

)

所
収
の

讃

論

文
､

同

誌
(

く
○
-

.

窒
､

2
〇
.

山

-

か
.

-

苫
○

所

収

の

芦

く
■

知
○
∽

①

ロ

b
¢
r

g
､

:

句

3
m

∽

○

戸
ロ

ト

t

O

∽
t

y
-

凸
‥

T
F
e

E

m
e

【

g
e

ロ
C

e

O
{

出
-

亡
e

g

岩
乳

-

な

ど
｡

な

お
､

申

C
.

呂
巴
○

ロ
¢
.

C
Q

ま

邑
ミ
ら
八

ざ
乱
q

q
.

り

.ゝ

(

P
2 .

く
一

〇
叫

T
e

粥
P
S

勺
r

e

笠
-

-

宗
00
)

は

ア

メ

リ

カ

民

俗

学

会
の

刊
行

物
と

し
て

出
さ

れ
て

い

る
｡

(

4 7
)

町

田

嘉
革

･

浅

野
建
二

扁

『

日

本

民

謡

集
』

(

岩

波

書

店
､

一

九

六

〇
)
､

四

〇

八

頁
｡

(

鵬
)

｢

同

系

版
+

は

｢

異
版
+

よ

り

も

逸
脱
の

程

度
の

大

き

い

も

の

ββ9
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を

言
う
｡

五

結
び

民

謡
を

規
定

す
る

も
の

は

民

俗
性
と

歌

謡
性
で

あ

り
､

い

ず
れ

も

実

例
か

ら

抽
出
さ

れ

る

要
素
か

ら

成

り

立
っ

て

い

る
｡

民

俗
学

が

ま

す
ま

す
現

代
社

会
に

関
心

を

向
け

誠
に

つ

れ

て
､

民

俗
学
的

民

謡
論
も

そ

れ

に

対

応
し

､

従

来
と

は

異
な
っ

た

民

謡
観
と

研

究

方

法
で

対

処
し

て

い

か

な

く
て

は

な

ら

な

く

な
っ

た
｡

一

方
で

は

(

5 0
)

｢

似
非
民

俗
(

訂
打
e
-

O
r

e

)

+

を

排
除
し

､

も

う
一

方
で

は

以

前
は

民

俗
と

は

認
め

ら

れ

な
か

っ

た

様
々

な

文

化

諸

相
に

民

俗
性
を

考

え
る

こ

と

に

な
っ

て

き
た

｡

柳
田

の

民

謡
の

定

義
で

は

沖

縄
な

ど

(

5 1
)

の

歌
謡
さ

え

も

扱
い

が

た

い

の

で

あ

る
｡

｢

労
作
歌
こ

そ

民

俗

学

(

5 2
)

で

い

う
と
こ

ろ
の

｢

民

謡
+

の

中
心

を

成

す
も
の
+

で

は

な

く

て
､

そ

の

よ

う
な

歌
謡
を

｢

民

謡
+

と

名
づ

け

て
､

他
の

民

俗
的
歌
謡

を

切

り

捨
て

て

し

ま
っ

た

の

で

あ

る
｡

こ

の

こ

と
に

よ

り
､

民

謡

(

5 3
)

研
究
は

狭
い

世

界
に

閉
じ
こ

も

る

こ

と

に

な
っ

て

し

ま
っ

た
｡

そ

の

結
果

､

現

代
に

生

き
て

い

る

民

俗
歌
謡
と

民

俗
歌
謡
性
は

注

目

も
さ

れ

ず
､

い

ま
だ

に

収

集
も

研

究
も

あ

ま

り

さ

れ

て

い

な
い

の

和
】

へ
V

で

あ
る
｡

(

4 9
)

R
.

ロ
O
r

払

O
n

(

e

d

シ

勺
已
已
Q

言

丸

達

叫

計

ら

き
礼

葛
巻

葛
Q

ミ
礼

(

呂
○

ま
○
ロ

.

-

宅
∞
)

を

参
照

さ

れ
た

い

｡

(

5 0
)

戸

U
O
r

S

O
ロ

.

こ

句
P
打
e
-

0
1

タ
こ

i

ロ

ゝ

§
等
訂
早
さ

勺
Q

蒜
訂
言

串
】

邑

旨
Q

祇
邑
Q

3
.

鼓

さ

(

亡
2 .

く
●

○
-

C

E

昏
窄
じ

勺
1
e

琵
-

-

笥
-

)

参
照

｡

こ

の

語
の

誤

用

な

ど

に

つ

い

て

ほ

戸

口
○

蒜
○

ロ
.

勺
Q

蒜
訂
記

彗
邑

勺
p
計

已

葛
Q

(

H

賀
く

賀
d

e
ロ
i

く
.

吋
岩
S

ア

ー

ミ
8

を

参
照

｡

な

お
､

皆
河

宗
一

『

ア

メ

リ

カ
･

フ

ォ

ー

ク

ソ

ン

グ

の

世

界
』

(

岩

崎
美

術

社
､

一

九
七

一

)

が

扱
う
も

の

に

ほ
､

民

俗
学
か

ら

見
る

と

｢

似

非

民

謡
(

許

訂
岩
口
町
)

+

が

多
い

｡

(

5 1
)

小

川

学

夫
が

『

奄

美
民

謡
誌
』

(

法

政

大

学

出

版
局

､

一

九

七

九
)

に

お

い

て
､

柳
田

の

定
義
を

採
用
で

き

な
か

っ

た
の

ほ
､

む

し

ろ

当

然
の

こ

と

で

あ

る
｡

(

5 2
)

表
藤

前
掲

論

文
､

二

四

〇

頁
｡

(

5 3
)

こ

の

こ

と

は
､

民

俗

学
の

孤

立

性

(

独

自
性
で

ほ

な
い

)

と

ど

こ

か

で

関

連
が

あ

る

よ

う
に

思

わ

れ

る
｡

(

一

橋
大
学

助

教
授
)

､
_

r

i
A




