
風
流
踊
の
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
登
録
に
つ
い
て

　

令
和
４
年
（
２
０
２
２
年
）
11
月
30
日
、
モ
ロ
ッ

コ
で
開
催
さ
れ
て
い
た
無
形
文
化
遺
産
保
護
条
約
の

第
17
回
政
府
間
委
員
会
に
お
い
て
、
「
風
流
踊
」
が

ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
代
表
一
覧
表
に
記
載
（
登

録
）
さ
れ
ま
し
た
。

　

「
風
流
」
は
、
古
代
後
期
か
ら
近
世
初
期
に
か
け

て
の
日
本
の
祭
礼
や
芸
能
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら

し
た
美
意
識
で
す
。
そ
の
よ
う
な
美
意
識
の
も
と
形

作
ら
れ
、
そ
の
影
響
を
色
濃
く
残
す
芸
能
が
、
今
日

に
小
歌
踊
や
念
仏
踊
、
太
鼓
踊
、
盆
踊
な
ど
の
多
様

な
姿
で
全
国
各
地
に
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
特
色
を
有
す
る
芸
能
を
「
風
流
踊
」
と
総
称

し
、
国
指
定
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
41
件
を
「
風

流
踊
」
と
し
て
グ
ル
ー
プ
化
し
、
ユ
ネ
ス
コ
に
提

案
、
そ
し
て
令
和
４
年
に
登
録
が
決
定
さ
れ
た
と
い

う
の
が
今
回
の
経
緯
で
す
。

　

提
案
に
あ
た
り
、
文
化
庁
は
風
流
踊
の
概
要
を
次

の
よ
う
に
ま
と
め
ま
し
た
。

　

「
風
流
踊
と
は
、
華
や
か
な
、
人
目
を
惹
く
、
と

い
う
「
風
流
」
の
精
神
を
体
現
し
、
衣
裳
や
持
ち
も

の
に
趣
向
を
こ
ら
し
て
、
歌
や
、
笛
・
太
鼓
・
鉦
な

ど
の
囃
子
に
合
わ
せ
て
踊
る
民
俗
芸
能
。
除
災
や
死

者
供
養
、
豊
作
祈
願
、
雨
乞
い
な
ど
、
安
寧
な
暮
ら

し
を
願
う
人
々
の
祈
り
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
祭
礼

や
年
中
行
事
な
ど
の
機
会
に
地
域
の
人
々
が
世
代
を

超
え
て
参
加
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
歴
史
と
風
土

を
反
映
し
、
多
彩
な
姿
で
今
日
ま
で
続
く
風
流
踊

は
、
地
域
の
活
力
の
源
と
し
て
大
き
な
役
割
を
果
た

し
て
い
る
。
」

風
流
踊
を
演
じ
る
目
的

　

先
に
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
風
流
踊
は
多
様
な

姿
を
見
せ
て
い
ま
す
。
芸
能
の
形
態
ば
か
り
で
な

く
、
演
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
期
待
さ
れ
る
効
果
、
役

割
も
ま
た
、
伝
承
地
域
の
歴
史
と
風
土
に
応
じ
て

様
々
で
す
。
41
件
の
伝
承
を
概
観
す
れ
ば
、
多
く
は

比
較
的
小
さ
な
地
理
的
範
囲
内
で
、
小
規
模
な
保
護

団
体
が
伝
承
を
担
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
か

つ
て
生
活
を
共
に
す
る
地
域
共
同
体
ご
と
に
、
つ
つ

が
な
い
生
活
を
送
る
た
め
に
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
悩
み
や
問
題
、
人
知
を
超
え
て
祈
ら
ね
ば
な

ら
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
ま

た
小
さ
な
子
ど
も
か
ら
高
齢
者
ま
で
の
各
年
齢
層

が
、
何
ら
か
の
役
割
を
担
っ
て
踊
り
に
関
わ
っ
て
い

る
場
合
が
多
い
と
い
う
点
も
風
流
踊
の
特
色
の
一
つ

で
す
。
地
域
の
構
成
員
が
こ
ぞ
っ
て
関
係
す
る
こ
と

で
、
結
束
力
が
生
ま
れ
た
も
の
と
思
い
ま
す
。
そ
し

て
忘
れ
が
ち
で
あ
る
の
は
、
歌
い
、
踊
り
、
囃
す
こ

と
の
楽
し
さ
で
す
。
集
団
で
歌
い
踊
る
こ
と
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
た
高
揚
感
は
い
か
ば
か
り
だ
っ
た
で

し
ょ
う
か
。
歌
や
踊
り
の
上
手
、
下
手
、
誰
そ
れ
は

格
好
い
い
、
優
雅
だ
と
言
い
合
い
な
が
ら
、
芸
能
そ

の
も
の
を
磨
き
上
げ
て
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ

う
い
う
状
況
の
な
か
か
ら
、
地
域
の
リ
ー
ダ
ー
も
生

ま
れ
、
日
々
を
乗
り
越
え
る
共
同
体
の
力
も
強
く

な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
風
流

踊
を
紐
解
け
ば
、
地
域
の
歴
史
や
風
土
、
人
々
の
営

み
が
見
え
て
き
ま
す
。
風
流
踊
は
各
地
域
の
先
人
た

ち
が
安
寧
な
生
活
を
送
る
た
め
に
考
え
出
し
た
知
恵

の
集
積
で
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

　

風
流
踊
の
多
く
は
夏
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
自
然

災
害
や
疫
病
の
流
行
が
夏
に
多
い
こ
と
に
起
因
し
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
干
魃ば

つ

や
水
害
、
台
風
、
虫
害
、 趣向をこらした衣裳で踊る（野原八幡宮風流　熊本県荒尾市）
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市
の
「
や
す
ら

い
花
」
が
あ
り

ま
す
。
桜
の
花

び
ら
が
散
る
の

に
あ
わ
せ
て
疫

神
も
飛
散
す
る

と
し
、
花
鎮
め

の
祭
り
と
し
て

行
わ
れ
て
い
ま

す
。

　

全
国
各
地
に

広
く
伝
承
さ
れ

る
風
流
踊
に
盆

踊
や
念
仏
踊
が

あ
り
ま
す
。
新

仏
を
「
迎
え
、

も
て
な
し
、
送
り
出
す
」
と
い
う
風
流
踊
に
通
底
す

る
構
造
が
そ
こ
に
は
見
ら
れ
ま
す
。
長
野
県
下
伊
那

郡
阿
南
町
の
「
新
野
の
盆
踊
」
は
、
８
月
14
日
か
ら

17
日
の
間
、
夜
を
徹
し
て
踊
り
、
17
日
の
早
朝
に
ム

ラ
境
で
新
霊
を
送
り
出
す
と
い
う
も
の
で
す
。
新
野

高
原
盆
踊
り
の
会
の
山
下
会
長
は
、
コ
ロ
ナ
禍
で
の

中
止
期
間
を
振
り
返
り
、
「
新
野
の
夏
と
い
え
ば
盆

踊
。
盆
踊
を
や
め
る
と
こ
ん
な
に
殺
風
景
に
な
る
の

か
と
思
い
ま
し
た
。
盆
踊
を
や
る
こ
と
は
全
然
苦
労

じ
ゃ
な
い
、
や
ら
な
い
ほ
う
が
苦
労
。
精
神
的
に
辛

い
。
供
養
や
送
り
が
で
き
ず
、
こ
の
二
年
間
に
亡
く

な
っ
た
方
は
本
当
に
気
の
毒
だ
っ
た
と
思
っ
て
い
ま

す
。
」
と
語
り
ま
す
。
念
仏
と
習
合
し
た
風
流
踊
で

あ
る
「
和
合
の
念
仏
踊
」
（
長
野
県
下
伊
那
郡
阿
南

町
）
は
、
移
住
者
と
と
も
に
継
承
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。
念
仏
踊
の
芸
能
と
し
て
の
魅
力
に
惹
か
れ
て

和
合
に
移
住
し
た
若
者
も
い
て
、
移
住
者
は
継
承
の

疫
病
な
ど
、
生
活
を
脅
か
す
禍
は
い
っ
た
い
何
が
原

因
で
起
こ
る
の
か
。
そ
の
原
因
を
疫
神
や
こ
の
世
に

思
い
を
残
し
て
亡
く
な
っ
た
怨
霊
の
し
わ
ざ
と
考

え
、
そ
れ
を
生
活
圏
か
ら
追
い
払
う
た
め
の
祭
り
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
華
や
か
な
る
神し

ん

座ざ

を
依
り
代
に
し

て
、
そ
れ
を
打
楽
器
な
ど
で
囃
し
た
て
禍
の
も
と
を

生
活
圏
外
に
送
り
出
す
の
で
す
が
、
そ
の
祭
り
の
な

か
で
芸
能
が
演
じ
ら
れ
、
次
第
に
華
や
か
に
展
開
し

て
い
き
ま
し
た
。
香
川
県
ま
ん
の
う
町
の
「
綾
子

踊
」
は
雨
乞
い
の
た
め
の
踊
り
と
し
て
踊
り
継
が
れ

て
き
ま
し
た
。
ま
た
疫
神
送
り
の
形
態
を
も
つ
風
流

踊
に
は
、
夏
の
芸
能
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
京
都

大
き
な
力
に
な
っ
て
い
ま
す
。
担
い
手
に
移
住
者
が

増
え
る
と
供
養
と
い
う
心
持
ち
か
ら
離
れ
て
い
く
の

で
は
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
念
仏
踊
を
教
え
て
く

れ
た
先
輩
が
一
人
、
二
人
と
亡
く
な
っ
て
、
お
盆
に

そ
の
方
々
を
迎
え
る
と
い
う
こ
と
を
積
み
重
ね
て
い

く
う
ち
に
感
慨
深
い
も
の
が
出
て
き
た
と
の
こ
と
。

コ
ロ
ナ
禍
に
あ
っ
て
も
新
盆
供
養
は
欠
か
さ
ず
行
っ

た
と
い
う
こ
と
で
す
。

風
流
踊
の
地
域
に
お
け
る
現
在
的
な
役
割

　

人
々
が
そ
の
踊
り
に
何
を
期
待
し
た
の
か
。
死
者

の
供
養
は
今
日
の
私
た
ち
も
共
感
で
き
る
目
的
で
す

が
、
自
然
災
害
や
疫
病
の
退
散
は
、
今
や
実
感
を
持

つ
こ
と
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
な
お
、

各
地
で
風
流
踊
は
踊
り
継
が
れ
て
い
ま
す
。
文
化
財

だ
か
ら
、
地
域
の
文
化
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
も
動
機

付
け
の
一
つ
で
す
が
、
少
子
高
齢
化
、
過
疎
化
な

ど
、
ま
す
ま
す
継
承
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
現
在
、

風
流
踊
を
演
じ
て
い
く
こ
と
の
積
極
的
な
理
由
、
目

的
が
な
け
れ
ば
、
風
流
踊
は
次
第
に
す
た
れ
て
い
く

も
の
と
思
い
ま
す
。
風
流
踊
の
地
域
に
お
け
る
現
在

さ
ら
に
未
来
の
役
割
は
何
で
し
ょ
う
か
。
人
と
人
と

の
繋
が
り
を
作
り
、
人
々
と
地
域
と
の
結
び
つ
き
を

強
め
る
こ
と
が
大
き
な
役
割
の
一
つ
だ
と
思
い
ま

す
。
ま
ん
の
う
町
の
綾
子
踊
保
存
会
の
白
川
会
長

は
、
綾
子
踊
を
継
承
す
る
佐
文
地
区
に
つ
い
て
「
綾

子
踊
み
た
い
な
塊
で
で
き
て
い
る
、
み
ん
な
そ
れ
で

団
結
し
て
い
る
。
」
と
お
話
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

風
流
踊
は
こ
れ
か
ら
も
人
と
人
を
繋
ぎ
、
よ
り
よ
く

生
き
る
た
め
の
核
と
な
っ
て
、
人
々
の
手
で
受
け
継

が
れ
て
い
く
の
だ
と
、
ま
た
そ
う
で
あ
っ
て
欲
し
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

皆で囃しながら踊る（近江湖南のサンヤレ踊り　滋賀県草津市）

「新野の盆踊」（長野県阿南町）
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