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盆
踊
り
は
、
昔
か
ら
農
作
業
や
山
仕
事
を
し
て

い
た
村
の
人
々
が
、
先
祖
の
霊
を
祀
る
と
と
も
に

生
活
を
楽
し
む
た
め
に
産
み
だ
さ
れ
、
今
日
ま
で

継
承
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
舞
扇
を
両
手
あ
る
い
は

片
手
に
持
ち
、
太
鼓
に
合
わ
せ
な
が
ら
、
古
く
か

ら
の
詞
章
を
伝
え
る
音
頭
に
乗
っ
て
演
じ
ら
れ
る

盆
踊
り
は
、
一
年
の
最
大
の
ハ
レ
の
日
で
も
あ
り

ま
す
。
道
を
普
請
し
た
り
お
墓
に
お
参
り
し
た
り

し
な
が
ら
霊
を
お
迎
え
し
、
と
も
に
食
べ
、
と
も

に
踊
る
こ
と
に
よ
っ
て
お
盆
の
日
々
を
過
ご
し
ま

す
。
昔
は
、
い
く
つ
も
の
盆
踊
り
を
は
し
ご
し
て
、

連
日
連
夜
踊
っ
て
い
た
人
も
あ
る
と
聞
い
て
い
ま

す
。

　
い
つ
し
か
十
津
川
の
盆
踊
り
は
多
く
の
人
々
に

知
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
一
九
七
〇
年
（
昭
和

四
五
）
の
大
阪
万
博
を
は
じ
め
、
様
々
な
民
俗
芸

能
大
会
に
招
か
れ
て
踊
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
大
踊
り
に
つ
い
て
は
一
九
八
九
年
（
平
成

元
）
に
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ

る
な
ど
、
我
が
国
の
大
切
な
文
化
遺
産
と
し
て
認

定
さ
れ
ま
し
た
。

　
し
か
し
近
年
で
は
過
疎
化
の
影
響
も
あ
っ
て
、

踊
ら
な
く
な
っ
た
地
域
も
あ
り
、
盆
踊
り
の
継
承

に
つ
い
て
私
た
ち
は
危
機
感
を
抱
い
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
を
乗
り
越
え
る
手
立
て
の
一
つ
と
し
て
、
全

て
の
踊
り
の
映
像
記
録
を
行
い
、
ア
ー
カ
イ
ブ
と

し
て
保
存
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
ス
タ
ー
ト
し
ま

し
た
。
二
〇
〇
三
年
（
平
成
十
五
）
に
は
文
化
庁

の
「
ふ
る
さ
と
文
化
再
興
事
業
」
で
村
内
六
地
区

の
盆
踊
り
が
収
録
さ
れ
、
二
〇
二
一
年
（
令
和
三
）

に
は
同
じ
く
文
化
庁
の
「
地
域
文
化
財
総
合
活
用

推
進
事
業
」
に
て
四
地
区
の
撮
影
が
実
施
さ
れ
、

現
行
の
盆
踊
り
全
十
地
区
の
映
像
が
デ
ジ
タ
ル
化

さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
そ
れ
以
外
に
過
去
に
遡
っ
て

撮
影
さ
れ
た
九
百
項
目
に
近
い
踊
り
の
ビ
デ
オ
も

デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
、
大
き
な
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
な

り
ま
し
た
。
さ
ら
に
歌
詞
集
も
編
纂
さ
れ
、
今
後

の
継
承
や
新
た
な
学
習
の
た
め
に
活
用
さ
れ
る
予

定
で
す
。

　
私
た
ち
は
村
の
誇
り
で
あ
る
素
晴
ら
し
い
盆
踊

り
を
後
世
に
末
永
く
伝
え
る
こ
と
を
大
き
な
使
命

で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
ア
ー
カ
イ
ブ
化
の
取

り
組
み
を
村
民
に
広
く
周
知
し
て
、
自
ら
が
生
ま

れ
育
っ
た
郷
土
へ
の
誇
り
、
愛
着
を
醸
成
す
る
と

と
も
に
、
村
外
の
方
々
に
も
オ
ン
ラ
イ
ン
な
ど
を

通
し
て
、
村
の
文
化
を
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と

願
っ
て
お
り
ま
す
。

　
近
年
、
大
学
生
を
は
じ
め
と
し
て
、
遠
隔
地
の

方
々
が
盆
踊
り
に
や
っ
て
来
ら
れ
る
機
会
が
増
え

ま
し
た
。
私
た
ち
は
踊
り
に
来
ら
れ
る
こ
と
を
心

よ
り
歓
迎
い
た
し
ま
す
。
ぜ
ひ
一
緒
に
踊
っ
て
く

だ
さ
い
。
古
く
か
ら
伝
わ
る
踊
り
の
楽
し
さ
や
美

し
さ
を
味
わ
い
な
が
ら
、
村
民
と
の
交
流
を
重
ね

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
皆
さ
ん

と
お
目
に
か
か
る
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま

す
。 は

じ
め
に

文
／
佐
古
金
一

（
十
津
川
村
文
化
協
会
　
会
長
）
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蔵
の
太
鼓
踊
り
が
一
九
八
九
年
に
「
十
津
川
の

大
踊
」
と
し
て
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に

指
定
さ
れ
ま
し
た
。
今
は
こ
の
三
か
所
の
ほ
か
、

湯
之
原
で
踊
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
す
が
、
昭
和

の
時
代
ま
で
遡
る
と
、
村
の
北
か
ら
南
ま
で
の

各
所
（
少
な
く
と
も
二
〇
か
所
）
で
踊
ら
れ
て

い
た
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。
太
鼓
を
首
か
ら

吊
る
し
て
胸
の
辺
り
で
左
右
両
面
を
打
っ
た
り
、

受
け
手
に
持
っ
て
も
ら
う
、
あ
る
い
は
片
手
で

持
ち
な
が
ら
打
つ
と
い
っ
た
所
作
が
特
徴
で
す
。

特
に
首
か
ら
吊
る
し
た
太
鼓
を
長
い
房
を
つ
け

た
ば
ち
を
振
り
ま
わ
し
な
が
ら
優
雅
に
打
つ
姿

は
、
典
型
的
な
太
鼓
踊
り
の
芸
態
を
示
し
ま
す
。

西
川
の
「
い
り
は
」
が
そ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。

ま
た
演
目
に
よ
っ
て
は
燈
篭
を
吊
る
し
た
笹
竹

が
出
て
き
て
風
流
系
踊
り
の
面
目
躍
如
の
感
が

あ
り
ま
す
。

　

大
踊
は
芸
態
と
歌
詞
（
詞
章
）
並
び
に
旋
律

の
比
較
分
析
か
ら
、
篠
原
踊
り
と
の
関
係
が
深

い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
篠
原
か
ら
峠
を
越

え
て
つ
な
が
っ
て
い
た
大
字
旭
の
迫せ

集
落
（
現

在
は
ダ
ム
湖
の
底
に
沈
ん
で
い
ま
す
）
の
踊
り

の
ほ
ぼ
全
て
が
篠
原
踊
り
と
共
通
し
て
い
ま
し

た
。
同
様
に
、
沼
田
原
や
谷
瀬
と
い
っ
た
周
辺

地
域
も
、
大
踊
こ
そ
早
く
消
え
ま
し
た
が
、「
あ

わ
れ
た
つ
た
」「
長
崎
」「
白
糸
」「
花
買
う
て
踊
り
」

「
雪
原
踊
り
」
な
ど
と
い
っ
た
扇
踊
り
を
篠
原
と

共
有
し
て
い
ま
し
た
。
谷
瀬
に
は
明
治
の
末
に

篠
原
か
ら
転
居
し
て
き
た
女
性
が
篠
原
の
扇
踊

り
を
熱
心
に
教
え
た
と
の
こ
と
で
す
。

　

一
方
で
、
そ
れ
よ
り
南
の
地
域
で
は
、
こ
れ

ら
の
扇
踊
り
は
な
く
（
別
の
扇
踊
り
が
あ
る
）、

逆
に
大
踊
が
し
っ
か
り
と
残
っ
て
い
ま
す
。
十

津
川
の
人
は
「
山
の
方
、
海
の
方
」
と
い
う
表

現
で
村
の
南
北
を
言
い
表
し
ま
す
。
篠
原
風
の

扇
踊
り
が
中
心
に
残
っ
て
い
る
北
部
が
「
山
の

方
」
で
あ
り
、
太
鼓
踊
り
が
残
っ
て
い
る
南
部
が

「
海
の
方
」
で
す
。
南
部
の
大
踊
は
、
さ
ら
に
三み

村む
ら

区
の
小
原
、
湯
之
原
、
武
蔵
の
グ
ル
ー
プ
と
、

西
川
の
グ
ル
ー
プ
の
二
つ
に
分
か
れ
ま
す
。
小

原
で
は
現
行
の
大
踊
の
ほ
か
に「
お
宝
踊
り
」「
お

花
踊
り
」
な
ど
が
、武
蔵
に
は
「
十
三
四
五
」「
鎌

倉
」
な
ど
が
、
湯
之
原
に
は
「
小
鷹
」
が
大
踊

系
と
し
て
あ
り
ま
す
が
、現
行
の
大
踊
と
「
小
鷹
」

以
外
は
休
止
状
態
で
す
。
太
鼓
踊
り
の
保
存
状

態
は
西
川
が
最
も
よ
く
、「
よ
り
こ
」「
い
り
は
」

「
か
け
い
り
〜
大
も
ち
」「
か
ま
く
ら
」「
し
の
び
」

「
お
は
な
」が
残
っ
て
い
ま
す
。
西
川
の「
よ
り
こ
」

は
三
村
区
の
大
踊
と
基
本
旋
律
は
同
じ
で
す
が
、

フ
リ
は
異
な
り
ま
す
。
ま
た
西
川
の
「
か
ま
く

ら
」
湯
之
原
の
「
小
鷹
」
小
原
の
「
お
宝
踊
り
」

は
ほ
ぼ
同
じ
旋
律
で
す
が
、
こ
れ
も
フ
リ
は
異

な
り
ま
す
。
詞
章
や
フ
リ
は
異
な
る
も
の
の
旋

律
財
の
共
有
と
い
う
事
実
が
、
南
部
の
大
踊
り

相
互
の
深
い
関
係
性
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
西
川
の
「
い
り
は
」
と
篠
原
の
「
入
波
踊
」

は
旋
律
面
で
共
通
部
分
を
多
く
も
っ
て
お
り
、

西
川
と
篠
原
の
歴
史
上
の
関
係
を
示
す
証
左
と

な
り
ま
す
。
た
だ
、
太
鼓
踊
り
が
ど
の
よ
う
に

十
津
川
全
域
に
伝
わ
っ
た
の
か
の
詳
細
は
不
明

で
、
そ
も
そ
も
篠
原
に
太
鼓
踊
り
が
伝
播
し
て

き
た
経
路
、
経
緯
も
ま
た
判
然
と
は
し
ま
せ
ん
。

十
津
川
村
内
で
は
盆
踊
り
の
近
世
史
料
は
ま
だ

発
見
さ
れ
ず
、
歴
史
的
な
解
明
は
、
奈
良
県
全

体
の
風
流
系
太
鼓
踊
り
の
様
式
（
芸
態
、
旋
律
、

詞
章
な
ど
）
の
総
合
的
な
分
析
に
俟
た
ね
ば
な

り
ま
せ
ん
。

ば
か
踊
り

　

ば
か
踊
り
は
、
大
踊
り
が
や
や
儀
礼
的
要
素

を
も
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
娯
楽
的
要
素
つ

ま
り
美
し
さ
や
ス
キ
ル
の
複
雑
さ
な
ど
が
印
象

づ
け
ら
れ
る
踊
り
で
す
。
多
く
の
字
で
二
〇
種

類
以
上
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
が
あ
り
、
フ
リ
が
異

な
っ
て
い
ま
す
。
両
手
に
舞
扇
を
も
ち
、
回
転

さ
せ
た
り
上
下
に
さ
せ
た
り
、
ま
た
笠
や
手
紙

の
代
わ
り
に
も
な
り
、
変
幻
自
在
な
動
き
が
で

き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に
は
時
間
が
か
か
り
ま

す
。
村
内
で
転
居
し
た
ら
、
転
居
先
の
踊
り
を
習

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ど
こ
の
字
に
も
踊
り
の

名
人
が
い
て
、
そ
の
方
を
師
匠
と
し
て
受
け
継

い
で
き
ま
し
た
。
扇
を
使
っ
た
踊
り
の
フ
リ
に

は
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
、
そ
の
パ
タ
ー
ン
の
組
み

合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
一
連
の
踊
り
と
な
っ
て
ゆ

き
ま
す
。
大
雑
把
に
い
え
ば
、
一
つ
の
字
に
は

一
〇
種
類
近
く
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
を
マ
ス
タ
ー
す
れ
ば
、
あ
と
は
組
み
合
わ
せ

の
問
題
で
す
の
で
習
得
は
楽
に
な
り
ま
す
。
面

白
い
の
は
、
往
々
に
し
て
歌
の
長
さ
と
踊
り
の

長
さ
が
食
い
違
う
こ
と
で
、
二
つ
の
別
々
の
宇

宙
が
巡
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
ば

か
踊
り
の
歌
は
「
草
津
節
」「
有
田
節
」「
串
本
節
」

「
鴨
緑
江
節
」
な
ど
の
民
謡
が
中
心
で
、
少
な
か

ら
ず
同
じ
民
謡
が
字
間
で
共
有
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
フ
リ
は
異
な
る
こ
と
が
多
く
、
似
て
い
る

の
は
例
外
的
で
す
。
基
本
的
に
は
各
字
の
創
意

で
フ
リ
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

十
津
川
村
の
盆
踊
り
は
稀
有
な
様
式
美
と
歴

史
性
を
も
つ
我
が
国
の
貴
重
な
財
産
と
い
え
ま

す
が
、
村
と
と
も
に
近
い
将
来
、
存
亡
の
危
機

に
見
舞
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
踊
り
団

体
の
方
々
は
ひ
し
ひ
し
と
そ
れ
を
感
じ
ら
れ
、

継
承
へ
の
新
た
な
試
み
も
さ
れ
て
い
ま
す
※
１
。

一
九
八
五
年
の
全
村
調
査
で
は
二
四
字
で
盆
踊

り
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
二
〇
二
〇
年

の
調
査
で
は
一
〇
字
に
減
っ
て
い
た
こ
と
が
判

明
し
ま
し
た
。
四
〇
年
近
く
で
半
数
以
下
に
な
っ

た
の
で
す
。
い
か
に
状
況
が
厳
し
い
か
わ
か
り

ま
す
。

　

そ
れ
を
克
服
す
る
動
き
と
し
て
、
近
年
に
は
大

阪
市
や
奈
良
市
と
い
っ
た
遠
隔
の
都
市
で
、
十
津

川
盆
踊
り
の
定
期
的
な
稽
古
が
始
ま
り
ま
し
た
※
２
。

盆
踊
り
の
季
節
に
は
帰
省
者
の
み
な
ら
ず
、
十
津

川
と
は
無
縁
の
都
市
の
人
々
が
十
津
川
へ
踊
り
に

行
く
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
す
。
つ
ま
り
、
十

津
川
の
盆
踊
り
は
十
津
川
だ
け
の
踊
り
で
は
な

く
、
も
っ
と
広
範
囲
の
地
域
の
人
々
の
踊
り
に
な

り
つ
つ
あ
る
の
で
す
。
村
の
人
と
都
市
の
人
が
一

緒
に
な
っ
て
盆
踊
り
を
踊
り
、
継
承
し
て
ゆ
く
。

そ
こ
に
は
予
想
も
し
な
い
未
来
が
ひ
ら
け
て
い
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

※
１	

本
誌
Ｐ
28 

大
谷
芳
史
「
復
元
」
参
照

※
２	

本
誌
Ｐ
28 

中
川
眞
「
盆
踊
り
の
担
い
手
」
参
照

　

吉
野
郡
十
津
川
村
は
奈
良
県
の
最
南
端
に
あ

り
、
北
方
領
土
以
外
で
は
日
本
で
最
大
の
広
さ

を
も
つ
村
（
六
七
二・
三
八
㎢
）
と
し
て
知
ら
れ

て
い
ま
す
。
吉
野
川
流
域
の
五
條
市
か
ら
国
道

一
六
八
号
線
を
新
宮
に
向
か
っ
て
南
下
し
て
ゆ

く
と
、
深
い
山
の
重
な
り
へ
と
吸
い
込
ま
れ
、

分
水
嶺
の
天
辻
峠
を
越
え
て
天
川
村
へ
の
分
岐

点
が
あ
る
阪
本
へ
着
き
ま
す
。
県
の
無
形
民
俗

文
化
財
に
な
っ
て
い
る
阪
本
踊
り
の
地
で
す
。

や
が
て
十
津
川
村
に
入
る
の
で
す
が
、
北
端
の

大
字
か
ら
最
奥
ま
で
さ
ら
に
七
五
㎞
も
あ
り
ま

す
。
車
で
一
時
間
半
か
か
る
距
離
で
す
か
ら
、

村
の
大
き
さ
が
計
り
知
れ
ま
す
。
沼ぬ

田た
の

原は
ら

は
十

津
川
の
支
流
で
あ
る
舟
ノ
川
沿
い
に
あ
り
、
そ

の
上
流
に
篠
原
と
い
う
集
落
が
あ
る
の
で
す
が
、

後
で
ご
紹
介
す
る
よ
う
に
、
そ
こ
の
踊
り
は
十

津
川
の
踊
り
と
共
通
点
を
も
っ
て
い
ま
す
。

　

十
津
川
村
は
何
度
と
な
く
大
水
害
に
見
舞
わ

れ
て
い
ま
す
。
文
化
一
二
年
（
一
八
一
五
）、
嘉

永
五
年（
一
八
五
二
）に
大
洪
水
の
記
録
が
あ
り
、

最
大
の
危
機
は
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
の

水
害
で
一
六
八
名
が
死
亡
。
多
く
の
集
落
が
水

没
し
、
村
民
二
四
六
一
名
が
北
海
道
へ
移
住
し

た
の
で
し
た
。
そ
れ
が
新
十
津
川
村
か
ら
新
十

津
川
町
へ
と
発
展
し
、今
で
も
母
村
（
十
津
川
村
）

と
の
交
流
が
続
い
て
い
ま
す
。
北
海
道
の
開
拓

は
辛
苦
を
極
め
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
生

来
の
勤
勉
さ
と
粘
り
強
さ
で
克
服
さ
れ
ま
し
た
。

新
十
津
川
で
は
母
村
の
盆
踊
り
が
伝
承
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

十
津
川
村
の
林
業
再
生
の
歩
み
は
遅
く
、
高

齢
化
と
と
も
に
人
口
減
少
の
大
波
に
揺
さ
ぶ
ら

れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
二
〇
〇
四
年
に
ユ
ネ

ス
コ
に
よ
っ
て
登
録
さ
れ
た
世
界
遺
産
（
紀
伊

山
地
の
霊
場
と
参
詣
道
）
や
、
泉
質
の
良
さ
で

著
名
な
温
泉
な
ど
の
豊
か
な
観
光
資
源
に
恵
ま

れ
て
い
ま
す
。
二
〇
二
〇
年
に
勃
発
し
た
新
型

コ
ロ
ナ
の
影
響
は
観
光
業
を
直
撃
し
ま
し
た
が
、

や
が
て
コ
ロ
ナ
の
収
束
と
と
も
に
回
復
す
る
こ

と
で
し
ょ
う
。
ま
た
自
然
の
み
な
ら
ず
素
晴
ら

し
い
文
化
資
源
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
盆
踊
り

で
す
。
初
め
て
そ
の
踊
り
を
見
た
人
は
、
そ
の

美
し
さ
に
圧
倒
さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
見
る

に
、
そ
し
て
参
加
す
る
に
値
す
る
盆
踊
り
が
こ

こ
に
あ
り
ま
す
。

盆
踊
り

　

十
津
川
村
の
盆
踊
り
は
各
字
単
位
で
踊
ら
れ

る
の
が
通
例
で
、
一
部
地
区
で
の
み
合
同
の
形

を
と
っ
て
い
ま
す
。
村
に
は
五
五
の
大
字
が
あ

り
ま
す
。
歴
史
的
に
は
個
々
に
独
立
し
た
村
で

あ
っ
た
の
が
、
徐
々
に
寄
り
集
ま
っ
て
「
十
津

川
村
」
と
な
り
ま
し
た
。
地
元
の
人
が
「
わ
が

ム
ラ
で
は
…
…
」
と
話
す
と
き
の
「
ム
ラ
」
と

は
わ
が
字
の
こ
と
で
す
。
多
く
の
字
に
は
（
今

は
廃
校
と
な
っ
た
）
小
学
校
が
あ
り
立
派
な
神

社
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
字
に
は
独
特
の「
フ
リ
」

と
「
ウ
タ
」
を
も
っ
た
踊
り
が
あ
り
ま
す
。
盆

踊
り
は
字
の
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
証

で
あ
り
、
字
の
結
束
を
高
め
る
装
置
な
の
で
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
十
津
川
村
全
体
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
に
関
わ
っ
て
き
た
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
人
口
減
少
に
よ
っ
て
村
の
パ

ワ
ー
が
衰
退
し
つ
つ
あ
る
こ
と
の
否
め
な
い
現

今
に
あ
っ
て
、
も
は
や
盆
踊
り
は
個
々
の
字
の

た
め
で
は
な
く
、
村
全
体
の
文
化
的
象
徴
と
し

て
存
在
す
る
必
要
性
が
出
て
き
た
よ
う
に
思
い

ま
す
。
そ
れ
が
、
現
存
す
る
一
〇
字
の
踊
り
団

体
の
新
た
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
十
津
川
村

盆
踊
り
協
議
会
の
誕
生
（
二
〇
一
九
年
）
へ
と

つ
な
が
り
ま
し
た
。

　

十
津
川
の
盆
踊
り
は
中
世
後
期
に
淵
源
を
も

つ
と
い
わ
れ
る
風
流
系
の
太
鼓
踊
り
と
、
明
治

末
か
ら
大
正
、
昭
和
の
は
じ
め
に
流
行
し
た
民

謡
に
フ
リ
を
つ
け
た
「
ば
か
踊
り
」（
一
部
の
字

に
よ
っ
て
は
扇
踊
り
、
民
謡
踊
り
あ
る
い
は
盆

踊
り
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
分
類
さ
れ
ま
す
。

芸
能
史
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
太
鼓
踊
り
が
極
め

て
貴
重
で
す
が
、
舞
扇
を
駆
使
す
る
ば
か
踊
り

の
流
麗
さ
、
華
や
か
さ
も
見
事
な
も
の
で
す
。

ま
た
、
ば
か
踊
り
の
な
か
に
数
え
入
れ
ら
れ
る

も
の
の
、
明
治
以
前
の
近
世
の
要
素
を
残
し
た

口
説
踊
り
も
演
じ
ら
れ
ま
す
。
太
鼓
踊
り
と
口

説
は
歌
詞
（
詞
章
）
が
固
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

そ
の
他
の
扇
踊
り
で
は
膨
大
な
詞
章
ス
ト
ッ
ク

の
中
か
ら
歌
詞
が
任
意
に
選
ば
れ
た
り
、
即
興

的
に
歌
わ
れ
た
り
し
ま
す
。

　

盆
踊
り
は
旧
暦
の
八
月
十
四
日
や
八
朔
（
九

月
一
日
）、
春
秋
の
彼
岸
に
も
踊
ら
れ
て
い
た

と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
が
、
現
在
で
は
八
月

一
三
〜
一
五
日
に
行
わ
れ
ま
す
。
午
後
七
〜
八

時
頃
に
開
始
し
、
午
前
〇
時
頃
に
は
終
わ
り
ま

す
が
、
な
か
に
は
午
前
二
時
ま
で
と
い
う
と
こ

ろ
も
あ
り
ま
す
。
昔
は
夜
明
け
ま
で
、
し
か
も

二
晩
、
三
晩
と
続
け
て
踊
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

近
年
は
短
縮
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

踊
り
の
場
所
は
野
外
と
室
内
（
公
会
堂
な
ど
）

で
す
が
、
昔
は
室
内
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
一

遍
上
人
の
念
仏
踊
り
で
は
堂
内
で
踊
っ
て
い
ま
す

か
ら
違
和
感
は
あ
り
ま
せ
ん
。
他
方
で
、
練
り
歩

き
な
が
ら
辻
々
を
廻
っ
て
い
た
例
も
あ
り
、
野
外

も
ま
た
現
場
で
あ
り
得
ま
す
。
盆
踊
り
と
い
う
と

輪
に
な
っ
て
踊
る
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
が
、
十

津
川
で
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
く
、
例
え
ば
西

川
区
で
は
多
く
は
横
に
列
を
な
し
て
並
ん
で
踊
り

ま
す
。
ま
た
太
鼓
踊
り
も
基
本
は
列
に
な
っ
て
踊

り
ま
す
。
盆
踊
り
の
様
々
な
形
態
が
見
ら
れ
る
こ

と
が
十
津
川
の
魅
力
で
す
。

大
踊

　

民
俗
芸
能
フ
ァ
ン
の
お
目
当
て
は
、
な
ん
と

い
っ
て
も
大お

お

踊お
ど
りで
し
ょ
う
。
西
川
、
小
原
、
武

十
津
川
村
の
盆
踊
り
概
要

文
／
中
川
眞
（
大
阪
市
立
大
学
特
任
教
授
）
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奈
良
県
の
風
流
踊
り
（
太
鼓
踊
り
）

文
／
森
本
仙
介
（
奈
良
県
文
化
・
教
育
・
く
ら
し
創
造
部
文
化
財
保
存
課
主
査
）

郡
十
津
川
荘
記
」
に
は
、「
七
月
十
五
日
に
は
土

俗
相
聚
ま
り
、
村
々
の
寺
に
至
る
。
寺
内
に
舞

堂
有
り
。
中
央
に
炉
を
切
る
。
そ
の
炉
を
め
ぐ

り
て
舞
ふ
。
皆
女
な
り
。
そ
の
歌
は
古
雅
に
し

て
、
多
く
吉
野
の
事
な
り
。」
と
あ
り
、
旧
暦
七

月
一
五
日
の
盆
に
集
落
の
寺
院
境
内
の
「
舞
堂
」

の
中
で
、
中
央
の
炉
を
巡
っ
て
女
性
が
輪
踊
り

を
し
て
い
た
こ
と
、
歌
詞
の
多
く
は
吉
野
の
こ

と
を
詠
ん
だ
古
風
で
優
雅
な
も
の
で
あ
っ
た
と

記
さ
れ
て
お
り
、
既
に
幕
末
に
は
女
性
が
扇
を

持
っ
た
盆
の
輪
踊
り
が
寺
の
堂
内
で
踊
ら
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

一
方
、
前
者
の
「
大
踊
り
」
と
総
称
さ
れ
る

踊
り
は
、
現
在
は
小
原
と
武
蔵
、
湯
之
原
、
西

川
地
区
の
四
ヵ
所
に
だ
け
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
。

古
い
風
流
踊
り
の
形
を
受
け
継
ぐ
、
男
性
が
中

心
と
な
る
勇
壮
な
太
鼓
踊
り
で
す
。
武
蔵
・
小

原
の
「
大
踊
り
」
と
西
川
の
「
か
け
い
り
」
は

盆
踊
り
全
体
の
締
め
く
く
り
で
踊
ら
れ
る
と
と

も
に
、
死
者
の
霊
を
供
養
す
る
燈
籠
の
列
が
加

わ
り
ま
す
。
ま
た
武
蔵
・
小
原
で
は
仮
装
し
た

道
化
が
出
ま
す
。
西
川
で
は
「
大
踊
り
」
を
「
ほ

と
け
の
踊
り
」
と
称
し
て
い
ま
し
た
。

大
踊
り
と
小
踊
り

　
「
大
踊
り
」
は
、
武
蔵
と
小
原
で
は
一
曲
の
演

目
名
で
す
が
、
西
川
で
は
、「
よ
り
こ
」「
い
り

は
」「
か
け
入
り
」
の
総
称
で
す
。
し
か
し
、
武

蔵
・
小
原
の
「
大
踊
り
」
と
西
川
の
「
よ
り
こ
」

「
か
け
入
り
」
に
対
し
、
西
川
の
「
い
り
は
」
だ

け
は
芸
態
が
異
な
っ
て
い
ま
す
。

　

小
原
と
武
蔵
、
湯
之
原
の
「
大
踊
り
」
は
二

部
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。
最
初
の
「
元
う
た
」

で
は
、
男
性
の
片
手
打
ち
の
太
鼓
打
ち
、
女
性

の
扇
踊
り
、
笹
竹
に
吊
る
し
た
切
籠
燈
籠
の
各

列
が
横
に
並
び
、
ゆ
る
や
か
な
リ
ズ
ム
で
踊
り

ま
す
。「
元
う
た
」
の
後
、
扇
踊
り
と
燈
籠
が
輪

踊
り
に
変
わ
っ
て
い
き「
せ
め
」の
歌
に
な
る
と
、

新
た
に
太
鼓
受
け
の
列
が
輪
の
内
側
に
加
わ
り
、

太
鼓
打
ち
は
左
右
に
跳
ね
な
が
ら
太
鼓
を
打
ち

ま
す
。
早
い
リ
ズ
ム
と
な
り
、
燈
籠
は
勢
い
よ

く
走
り
出
し
て
終
盤
を
迎
え
ま
す
。
ま
た
西
川

の
「
よ
り
こ
」
で
は
、
ま
ず
太
鼓
打
ち
と
女
性

の
太
鼓
受
け
が
数
列
の
横
列
を
作
り
ま
す
。
男

性
の
音
頭
取
り
が
歌
詞
を
一
節
ず
つ
唄
い
な
が

ら
太
鼓
を
打
ち
、
こ
こ
に
扇
踊
り
の
列
が
加
わ

り
、
皆
で
同
じ
歌
詞
を
繰
り
返
し
唄
い
な
が
ら

早
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
最
後
に
は
囃
子
と
太

鼓
だ
け
と
な
る
短
い
「
せ
め
」
が
付
き
ま
す
。

さ
ら
に
「
か
け
い
り
」
は
「
よ
り
こ
」
に
輪
踊

り
の
「
大
も
ち
歌
」
を
加
え
た
も
の
で
、
燈
籠

の
列
が
加
わ
り
ま
す
。
小
原
・
武
蔵
、
湯
之
原

の
「
元
う
た
」「
せ
め
」
の
様
式
は
西
川
の
「
よ

り
こ
」「
大
も
ち
歌
」
と
前
半
・
後
半
の
太
鼓
様

式
が
逆
に
な
る
だ
け
で
、
そ
れ
以
外
は
ほ
ぼ
共

通
し
た
構
造
に
な
っ
て
お
り
、「
大
踊
り
」
以
外

に
は
見
ら
れ
な
い
十
津
川
独
自
の
風
流
系
の
踊

り
で
す
。

　

一
方
、
西
川
の
「
い
り
は
」（「
い
り
は
」
に

別
曲
の
「
お
江
戸
」
が
続
く
）
で
は
、
男
性
の

踊
り
手
は
首
か
ら
吊
る
し
た
太
鼓
を
左
右
か
ら

バ
チ
で
打
ち
、
そ
の
背
後
で
女
性
が
扇
を
両
手

に
踊
る
も
の
で
す
。
室
町
後
期
か
ら
近
世
初
期

に
流
行
っ
た
小
歌
を
組
歌
で
採
用
し
、
ゆ
る
や

か
な
歌
謡
部
の
間
奏
部
に
小
刻
み
な
リ
ズ
ム
の

太
鼓
と
囃
子
だ
け
の
セ
ク
シ
ョ
ン
が
繰
り
返
し

挿
入
さ
れ
ま
す
。
同
じ
熊
野
川
水
系
の
篠
原
踊

り
（
五
條
市
大
塔
町
）
や
大
瀬
の
太
鼓
踊
り
（
田

辺
市
本
宮
町
）
に
も
見
ら
れ
る
典
型
的
な
風
流

踊
り
の
構
造
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　

文
化
財
指
定
に
よ
っ
て
統
一
の
名
称
が
与
え

ら
れ
る
以
前
は
、
西
川
で
は
「
よ
り
こ
」「
か
け

い
り
」
が
「
大
踊
り
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、「
い

り
は
」
は
こ
れ
と
区
別
し
て
「
小
踊
り
」
と
呼

ば
れ
て
い
ま
し
た
。
リ
ズ
ミ
カ
ル
で
は
な
や
か

な
民
謡
系
の
踊
り
に
押
さ
れ
て
戦
後
に
は
ほ
ぼ

絶
え
ま
し
た
が
、
同
種
の
典
型
的
な
風
流
踊
り

は
、
武
蔵
・
小
原
・
湯
之
原
等
で
も
「
本
踊
り
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
文
久
元
年（
一
八
六
一
）

の
小
原
の
歌
本
に
は
「
お
宝
踊
」「
お
花
踊
」「
世

の
中
を
ど
り
」「
ひ
め
こ
を
ど
り
」「
い
り
は
を

ど
り
」「
お
舟
を
ど
り
」「
恋
の
踊
り
」「
丑
若
踊
」

「
忍
び
踊
」「
さ
つ
ま
を
ど
り
」「
深
草
を
ど
り
」

の
詞
章
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
他
に
も
村
北
部

の
篠
原
踊
り
系
を
除
い
て
も
、戦
前
は
「
ひ
ん
だ
」

「
こ
た
か
」「
ご
も
ん
」「
鎌
倉
」「
十
三
四
五
」「
お

城
」「
お
富
士
」「
さ
さ
ら
」「
ゆ
り
若
」「
吾
妻
」「
長

者
」「
因
幡
」「
連
賀
」「
篠
竹
」
等
の
風
流
踊
り

が
伝
承
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

風
流
と
風
流
踊
り

　

古
代
末
期
か
ら
「
風
流
」
と
い
う
言
葉
は
装

束
や
道
具
の
派
手
な
飾
り
の
意
味
で
、
そ
こ
か

ら
趣
向
を
凝
ら
し
た
造
り
物
、
仮
装
行
列
、
そ

し
て
そ
れ
に
と
も
な
う
歌
や
踊
り
の
意
味
と
し

て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
院

政
期
か
ら
鎌
倉
期
の
祭
礼
で
は
、
山
鳥
の
毛
を

つ
け
た
笠
を
か
ぶ
り
豪
奢
な
装
束
を
着
て
、
京

の
町
人
や
京
郊
村
民
が
領
主
や
貴
人
宅
を
訪
れ

て
歌
舞
を
演
じ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
歌

や
舞
が
と
も
な
う
と
、
風
流
は
「
拍
子
物
（
囃

子
物
）」
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
室
町

期
に
な
る
と
、
盆
の
念
仏
風
流
、
臨
時
祭
礼
の

風
流
、
雨
乞
い
の
風
流
と
多
様
な
風
流
囃
子
物

が
登
場
し
ま
し
た
。

　

戦
国
期
に
は
、
流
行
歌
謡
の
小
歌
を
組
み
合

せ
て
数
番
の
踊
り
歌
に
し
、
歌
詞
の
内
容
に
合

わ
せ
た
踊
り
の
名
前
と
衣
装
、
持
ち
物
等
を
揃

え
た
踊
り
が
登
場
し
、
京
都
、
大
坂
、
奈
良
な

ど
の
都
市
部
に
流
行
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
い
わ

ゆ
る
「
風
流
踊
り
」
で
す
。

奈
良
県
の
風
流
踊
り

　

南
都
（
奈
良
市
周
辺
）
で
は
、
室
町
末
期
に

は
主
に
盆
に
踊
ら
れ
ま
し
た
が
、
近
世
初
期
以

降
は
農
村
の
雨
乞
い
で
踊
ら
れ
る
こ
と
が
一
般

的
に
な
っ
て
き
ま
す
。
特
に
奈
良
盆
地
で
は
、

念
仏
囃
子
物
の
系
統
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
ナ

モ
デ
踊
り
が
発
生
し
、
幕
末
ま
で
北
は
現
在
の

生
駒
市
・
奈
良
市
か
ら
南
は
橿
原
市
・
桜
井
市
・

高
田
市
あ
た
り
ま
で
奈
良
盆
地
一
帯
で
雨
乞
い

の
太
鼓
踊
り
と
し
て
爆
発
的
に
流
行
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
県
内
の
ナ
モ
デ
踊
り
は
明
治
初
頭
に

衰
退
し
、
各
地
の
神
社
に
奉
納
さ
れ
た
絵
馬
の

他
、
吉
野
川
流
域
の
「
国
栖
の
太
鼓
踊
り
」（
吉

野
町
国
栖
）、「
丹
生
の
太
古
踊
り
」（
下
市
町
丹

生
地
区
）、「
東
川
の
太
鼓
踊
り
」（
川
上
村
東
川
）

の
役
名
や
囃
子
の
一
部
に
わ
ず
か
に
そ
の
痕
跡

が
残
っ
て
い
る
だ
け
で
す
。
な
お
、「
大
和
神
社

の
紅
し
で
踊
り
」（
天
理
市
朝
和
地
区
）
は
戦
後

に
復
活
し
た
踊
り
で
あ
り
、
ナ
モ
デ
踊
り
の
形

式
を
伝
え
て
い
ま
す
。

　

現
存
す
る
奈
良
県
の
風
流
踊
り
（
太
鼓
踊
り
）

は
、
ナ
モ
デ
踊
り
系
以
外
で
は
、
奈
良
市
の
東

部
山
間
に
三
重
県
伊
賀
地
方
の
踊
り
分
布
圏
に

属
す
る
「
大
柳
生
の
太
鼓
踊
り
」（
奈
良
市
大
柳

生
町
）、「
吐
山
の
太
鼓
踊
り
」（
奈
良
市
都
祁
吐

山
）
が
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
が
、さ
ら
に
県
南
部
、

吉
野
西
奥
の
十
津
川
流
域
で
は
別
系
統
の
風
流

踊
り
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
、「
篠
原
お

ど
り
」（
五
條
市
大
塔
町
篠
原
）
と
「
十
津
川
の

大
踊
」（
十
津
川
村
）
で
す
。
県
北
部
・
吉
野
川

流
域
の
太
鼓
踊
り
が
お
も
に
雨
乞
い
で
踊
ら
れ

る
の
に
対
し
、
前
者
は
正
月
の
神
事
、
後
者
は

盆
に
踊
ら
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
大
き
な
違
い

が
あ
り
ま
す
。
華
麗
な
衣
装
や
持
ち
物
を
伴
う

十
津
川
に
対
し
、「
篠
原
お
ど
り
」
は
、
そ
の
よ

う
な
見
た
目
の
風
流
を
欠
い
て
お
り
、
二
つ
は

一
見
す
る
と
別
種
の
踊
り
に
見
え
ま
す
が
、
歌

詞
や
踊
り
の
芸
態
、
音
楽
か
ら
は
同
じ
系
統
の

風
流
踊
り
に
分
類
で
き
る
も
の
で
す
。

重
層
的
に
伝
承
さ
れ
て
来
た

　
　
十
津
川
の
盆
踊
り

　

十
津
川
の
盆
踊
り
の
最
大
の
特
徴
は
、
近
世

か
ら
昭
和
初
期
ま
で
の
流
行
歌
の
旋
律
・
歌
詞

が
重
層
的
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。「
大

踊
り
」
と
そ
れ
以
外
の
踊
り
の
大
き
く
二
種
類

に
分
か
れ
、
後
者
は
「
馬
鹿
踊
り
」
と
総
称
さ

れ
ま
す
。
阪
本
踊
り
（
五
條
市
大
塔
町
阪
本
）

と
同
様
、
祝
い
歌
系
や
口
説
系
の
踊
り
も
含
ま

れ
て
い
ま
す
が
、
大
部
分
は
里
謡
や
戦
前
の
流

行
歌
も
取
り
入
れ
た
民
謡
系
の
所
謂
盆
踊
り
で

す
。
短
い
歌
詞
を
何
番
も
繰
り
返
し
て
リ
ズ
ミ

カ
ル
に
踊
る
も
の
で
、
多
く
は
二
枚
扇
の
踊
り

で
、
扇
の
中
骨
に
親
指
を
引
っ
か
け
て
回
し
た

り
、
翻
し
た
り
し
て
巧
み
に
扱
う
女
性
中
心
の

踊
り
で
す
。

　

弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
頃
の
成
立
と
さ
れ

る
『
和
州
吉
野
郡
群
山
記
』
所
収
「
和
州
吉
野

大柳生の太鼓踊り（野本暉房撮影）国栖の太鼓踊り（奈良県提供）篠原おどり（野本暉房撮影）

［
参
考
文
献
］

□
『
十
津
川
の
盆
踊
り
』（
谷
村
晃
編
、ア
カ
デ
ミ
ア・ミ
ュ
ー

ジ
ッ
ク
、
1
9
9
2
年
）

□
青
盛
透
「
奈
良
県
の
風
流
・
盆
踊
り
―
そ
の
歴
史
と
芸
態

―
」（『
奈
良
県
の
民
俗
芸
能
』、
奈
良
県
教
育
委
員
会
、

2
0
1
4
年
）

□
青
盛
透
「
篠
原
踊
り
と
そ
の
類
型
―
太
鼓
打
ち
の
芸
態

比
較
を
中
心
に
―
」（『
篠
原
お
ど
り
解
説
書
―
歌
と
踊

り
の
歴
史
―
』、
五
條
市
文
化
遺
産
活
用
実
行
委
員
会
、

2
0
1
8
年
）

□
森
本
仙
介「〈
郷
土
芸
能
探
訪
6
6
〉十
津
川
の
大
踊
」（『
文

部
科
学
教
育
通
信
』
5
2
0
、2
0
2
1
年
）
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谷
瀬
は
十
津
川
村
北
部
の
中
野
村
区
に
あ
り
ま

す
。
十
津
川
を
挟
ん
で
対
岸
の
大
字
上
野
地
か
ら

右
岸
の
谷
瀬
に
向
か
っ
て
架
け
ら
れ
て
い
る
の
が

有
名
な「
谷
瀬
の
吊
り
橋
」で
す
。全
長
二
九
七
メ
ー

ト
ル
、
高
さ
五
四
メ
ー
ト
ル
の
吊
り
橋
は
足
が
す

く
ん
で
し
ま
い
ま
す
が
、
年
間
三
〇
万
人
が
訪
れ

る
有
数
の
観
光
資
源
に
な
っ
て
い
ま
す
。
か
つ
て

谷
瀬
か
ら
十
津
川
を
越
え
る
手
段
は
河
原
に
渡
さ

れ
た
丸
木
橋
だ
っ
た
の
で
す
が
、
洪
水
の
た
び
に

流
さ
れ
て
不
便
で
あ
っ
た
た
め
に
、
谷
瀬
の
住
民

が
共
有
林
の
売
却
や
住
民
自
ら
の
負
担
に
よ
っ
て

一
九
五
四
年
（
昭
和
二
九
）
に
建
設
し
た
、
そ
も

そ
も
は
生
活
の
た
め
の
橋
だ
っ
た
の
で
す
。
今
で

は
八
月
四
日
の
「
は
し
の
日
」
に
和
太
鼓
の
演
奏

が
橋
上
で
行
わ
れ
る
な
ど
、
十
津
川
村
北
部
屈
指

の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に

十
津
川
村
に
は
吊
り
橋
が
全
部
で
六
〇
〜
七
〇
基

あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

谷
瀬
は
吊
り
橋
だ
け
で
は
な
く
、
ユ
ニ
ー
ク
な

村
お
こ
し
で
近
年
め
き
め
き
と
知
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
二
〇
一
三
年
か
ら
外
部
の
N
P
O

の
協
力
を
得
て
始
ま
っ
た
「
谷
瀬
の
集
落
づ
く
り

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
は
奈
良
女
子
大
学
、
奈
良
県
立

大
学
の
学
生
を
巻
き
込
み
な
が
ら
、
様
々
な
仕
掛

け
を
構
築
し
て
き
ま
し
た
。
集
落
内
の
散
歩
道
を

整
備
し
、
吊
り
橋
が
見
渡
せ
る
展
望
台
や
水
車
な

ど
を
新
築
し
ま
し
た
。
空
き
家
を
活
用
し
た
「
こ

や
す
ば
（
小
休
場
）」
は
休
憩
所
で
あ
る
と
同
時
に

住
民
や
訪
問
客
の
交
流
拠
点
と
な
っ
て
い
ま
す
。

「
ゆ
っ
く
り
体
験
」
と
い
う
、
集
落
の
日
常
を
知
っ

て
も
ら
う
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
（
五
月
の
お
茶
摘
み
、

六
月
の
田
植
え
、
十
月
の
稲
刈
り
な
ど
）
が
実
施

さ
れ
、
谷
瀬
で
と
れ
た
酒
米
で
純
米
酒
「
谷
瀬
」

を
作
っ
て
い
ま
す
。

　

盆
踊
り
は
八
月
一
三
日
に
公
民
館
（
公
会
堂
）

で
実
施
さ
れ
ま
す
。
四
〜
五
頁
に
書
い
た
よ
う
に
、

十
津
川
の
盆
踊
り
は
中
野
村
区
を
中
心
と
す
る
北

部
の
様
式
と
、
三
村
区
、
西
川
区
な
ど
南
部
の
様

式
の
二
つ
に
分
か
れ
ま
す
が
、
谷
瀬
は
北
部
の
伝

統
を
残
し
て
い
ま
す
。
大
踊
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

篠
原
か
ら
嫁
い
で
き
た
女
性
が
明
治
の
末
頃
に
伝

え
た
扇
踊
り
が
、今
日
ま
で
「
雪
原
」「
哀
れ
龍
田
」

「
白
糸
」「
花
買
う
て
」と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
。

右
手
に
舞
扇
を
一
つ
持
っ
て
、
左
右
に
大
き
く
振

る
、
斜
め
に
上
げ
下
ろ
し
す
る
、
正
面
に
向
か
っ

て
裏
返
し
て
か
ざ
す
な
ど
の
所
作
を
組
み
合
わ
せ

て
踊
り
ま
す
。
扇
踊
り
に
は
他
に
「
長
崎
」
が
あ

り
ま
し
た
が
、
今
は
踊
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
以
上

の
五
曲
は
、
現
行
の
篠
原
踊
り
で
も
ほ
ぼ
同
じ
形

で
存
在
し
て
い
ま
す
。
昔
は
中
野
村
区
一
帯
で
こ

れ
ら
の
扇
踊
り
が
踊
ら
れ
て
い
た
と
い
う
記
録
が

残
っ
て
い
ま
す
。

　

扇
踊
り
以
外
の
踊
り
を
手
踊
り
と
い
い
ま
す
。

約
一
〇
種
類
余
り
あ
り
ま
す
。
手
踊
り
と
は
い
え
、

「
谷
水
」「
一
合
蒔
い
た
」で
は
扇
を
二
枚
、「
や
と
や
」

「
北
山
」
で
は
一
枚
持
ち
ま
す
。
扇
を
持
た
な
い
踊

り
に
「
や
っ
ち
ょ
ん
」「
か
み
で
」「
五
條
」「
キ
ッ

キ
ョ
」「
す
も
う
」「
追
分
」
が
あ
り
ま
す
。
谷
瀬

の
場
合
、
手
踊
り
は
篠
原
か
ら
伝
わ
っ
た
扇
踊
り

以
外
の
踊
り
を
指
す
総
称
と
な
っ
て
い
ま
す
。
で

す
か
ら
扇
を
持
っ
て
い
て
も
手
踊
り
と
い
う
の
で

す
。
十
津
川
村
南
部
の
地
区
で
は
「
大
踊
」
と
「
ば

か
踊
り
」に
分
類
さ
れ
て
い
る
の
と
似
通
っ
て
、「
扇

踊
り
」
と
「
手
踊
り
」
と
い
う
分
類
に
な
っ
て
い

ま
す
。
手
踊
り
の
振
り
は
中
野
村
区
の
住
民
の
創

意
で
作
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
が
、
扇
踊
り
の

影
響
が
強
く
感
じ
ら
れ
ま
す
。
特
に「
や
と
や
」「
北

山
」
に
そ
れ
が
見
ら
れ
ま
す
。
手
踊
り
の
中
で
最

も
技
巧
的
な
の
が「
追
分
」で
、複
雑
な
動
き
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　
「
追
分
」「
五
條
」
と
い
う
曲
目
は
、
西
川
区
に

も
「
追
分
」「
五
條
や
橋
本
」
と
い
う
形
で
存
在

し
て
い
ま
す
。
踊
り
の
所
作
や
扇
の
扱
い
は
全
く

異
な
り
ま
す
が
、
興
味
深
い
の
は
歌
の
旋
律
で
す
。

歌
詞
も
全
く
違
う
の
で
、
少
し
聴
い
た
だ
け
で
は

分
か
り
に
く
い
の
で
す
が
、
よ
く
聴
く
と
基
本
の

旋
律
線
を
た
ど
れ
ま
す
。
こ
の
曲
が
昭
和
初
期
ま

で
に
両
地
域
に
入
っ
た
と
仮
定
す
る
と
、
お
よ
そ

一
〇
〇
年
の
間
に
徐
々
に
そ
れ
ぞ
れ
が
変
化
し
て

い
っ
た
の
で
す
。
民
謡
の
地
域
的
変
容
を
考
え
る

上
で
貴
重
な
証
拠
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

写真と絵と聞き書きで知る○谷瀬の盆踊り

①

文
／
中
川
眞

イ
ラ
ス
ト
／
土
井
麻
利
江
（
一
般
社
団
法
人
n
o
a
d
代
表
）

谷瀬の世帯数 42、人口 70
（令和 4 年 1 月 1 日）

谷瀬の盆踊り（中村幸夫撮影）

た

に

ぜ
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十
津
川
沿
い
の
大
字
川
津
か
ら
支
流
（
神
納
川
）

を
遡
っ
て
ゆ
く
と
、
内
野
、
山
天
、
三
浦
、
五
百
瀬
、

杉
清
と
い
う
五
大
字
に
出
会
い
ま
す
。
神
納
川
区

は
村
内
で
最
も
人
口
が
少
な
い
区
で
す
。
川
沿
い

に
続
く
よ
う
に
集
落
が
形
成
さ
れ
、
小
学
校
も
明

治
以
来
、
一
校
（
旧
五
百
瀬
小
学
校
）
に
集
約
さ

れ
て
き
た
こ
と
か
ら
地
区
の
一
体
感
は
強
く
、
他

の
区
で
は
各
字
で
踊
り
の
振
り
は
異
な
る
と
こ
ろ
、

こ
こ
で
は
区
全
体
で
共
通
し
て
い
る
と
い
わ
れ
ま

す
。

　

過
疎
化
へ
の
危
機
感
は
強
く
、
な
ん
と
か
し
よ

う
と
い
う
動
き
が
住
民
か
ら
現
れ
、
二
〇
〇
八
年

（
平
成
二
〇
）
に
神
納
川
農
山
村
交
流
体
験
協
議
会

（
か
ん
の
が
わ
H
B
P
）
が
結
成
さ
れ
て
、
グ
リ
ー

ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
可
能
性
を
拓
い
て
き
ま
し
た
。

豊
か
な
自
然
資
源
を
ベ
ー
ス
に
、
都
市
部
の
小
学

生
た
ち
の
山
間
生
活
体
験
の
場
と
し
て
旧
小
学
校

の
校
舎
や
敷
地
、
周
辺
田
畑
が
活
用
さ
れ
、
農
家

民
宿
が
一
気
に
増
え
ま
し
た
。
こ
の
地
区
に
は
熊

野
参
詣
道
（
小
辺
路
）
が
縦
断
し
て
お
り
、
昔
か

ら
京
都
か
ら
熊
野
へ
参
詣
す
る
人
々
の
通
り
路
で

も
あ
っ
た
の
で
す
。
特
に
二
〇
〇
四
年
（
平
成

一
六
）
に
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ

れ
て
か
ら
は
外
国
か
ら
の
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
客
も
多

く
、
民
宿
の
需
要
が
高
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ

の
機
運
と
と
も
に
、
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
長
年

途
絶
え
て
い
た
盆
踊
り
も
若
い
住
民
た
ち
の
熱
意

に
よ
っ
て
復
活
し
た
の
で
す
。

　

し
か
し
甚
大
な
自
然
災
害
（
洪
水
や
山
崩
れ
）

に
襲
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
一
八
八
九
年
（
明
治

二
二
）
の
大
水
害
で
は
い
く
つ
か
の
集
落
が
消
え
、

二
〇
一
一
年
（
平
成
二
三
）
の
紀
伊
半
島
水
害
で

も
大
崩
落
に
よ
っ
て
河
床
が
上
昇
し
、
水
遊
び
な

ど
が
難
し
く
な
っ
た
り
崩
落
の
危
険
が
あ
る
箇
所

が
多
く
残
り
、
小
学
生
を
招
く
事
業
も
ス
ト
ッ
プ

し
て
し
ま
う
と
い
う
困
難
に
直
面
し
ま
し
た
。

　

神
納
川
区
の
盆
踊
り
は
旧
小
学
校
の
体
育
館
で

八
月
一
三
日
に
実
施
さ
れ
ま
す
。
体
育
館
の
周
り

に
は
色
と
り
ど
り
の
灯
籠
が
張
ら
れ
、
屋
台
が
出

ま
す
。
踊
り
の
数
は
一
〇
曲
弱
で
す
が
、
間
に
バ

ン
ド
の
演
奏
が
入
っ
た
り
し
て
、
イ
ベ
ン
ト
の
ア

ク
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
ま
す
。
参
加
者
の
数
は
約

一
〇
〇
名
で
、
比
較
的
若
い
人
が
多
い
の
が
印
象

的
で
す
。
現
在
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
は「
木
曽
節
」「
さ

ん
か
み
山
」「
ヤ
ッ
ト
ヤ
ー
」「
さ
の
さ
く
ず
し
（
う

め
ぼ
し
）」「
串
本
節
」「
ホ
イ
ホ
イ
」「
高
い
山
か
ら
」

「
ナ
ン
ト
ナ
ン
ト
」「
伊
勢
音
頭
」
で
す
。
音
頭
は

長
老
の
森
理
さ
ん
か
ら
若
手
の
岡
田
亥
早
夫
さ
ん

へ
と
引
き
継
が
れ
ま
し
た
。
神
納
川
の
踊
り
の
特

徴
は
、
テ
ン
ポ
が
ゆ
っ
た
り
し
て
い
る
こ
と
で
す
。

「
ヤ
ッ
ト
ヤ
ー
」
と
「
さ
の
さ
く
ず
し
」
が
技
巧
的

で
見
応
え
の
あ
る
踊
り
で
す
。
小
辺
路
を
通
っ
て

西
川
区
の
人
と
の
交
流
が
過
去
に
は
盛
ん
で
あ
り
、

西
川
の
踊
り
と
似
て
い
る
部
分
が
あ
り
ま
す
。
例

え
ば
、「
伊
勢
音
頭
」
は
足
の
運
び
が
西
川
の
そ
れ

と
全
く
同
じ
で
す
。

　
昔
は
八
月
一
三
日
に
山
天
、
一
四
日
に
五
百
瀬
、

一
五
日
に
内
野
で
盆
踊
り
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
徐
々
に
開
催
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
き
ま
し

た
。
現
音
頭
取
り
の
岡
田
さ
ん
が
大
学
と
就
職
で

約
八
年
、
神
納
川
を
離
れ
て
戻
っ
て
き
た
と
こ
ろ
、

小
学
校
も
廃
校
と
な
り
人
気
も
少
な
く
な
っ
て
行

く
な
か
危
機
感
を
感
じ
、
な
ん
と
か
し
な
く
て
は

と
い
う
こ
と
で
盆
踊
り
を
二
〇
〇
八
年
に
復
活
さ

せ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
復
活
は
し
た
も
の
の
自

己
満
足
を
み
ん
な
に
お
し
つ
け
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
い
っ
た
ん
頓
挫
。
そ
こ
で
、
踊
り
自

体
を
任
意
参
加
と
し
、
昔
神
納
川
の
盆
踊
り
に
よ

く
参
加
し
て
い
た
人
や
、
地
区
を
楽
し
く
し
て
い

き
た
い
と
い
う
若
者
、
移
住
し
て
き
て
一
緒
に
協

力
し
て
く
れ
る
人
を
中
心
と
し
神
納
川
盆
踊
り
実

行
委
員
会
を
設
置
。
目
標
を
も
っ
て
自
然
体
で
再

開
し
た
ら
、
踊
り
を
楽
し
み
た
い
人
た
ち
が
徐
々

に
増
え
て
き
て
定
着
し
た
の
で
し
た
。
大
阪
大
学

を
中
心
と
し
た
学
生
た
ち
（
と
つ
プ
ロ
）
の
参
加

な
ど
、
外
部
の
人
た
ち
が
積
極
的
に
協
力
し
て
い

ま
す
。
音
頭
取
り
の
岡
田
さ
ん
は
復
活
の
体
験
に

つ
い
て
、
温
故
知
新
が
大
切
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

変
化
す
る
時
代
に
な
か
で
、
大
事
な
も
の
を
引
き

継
ぎ
ま
た
そ
れ
を
通
じ
て
成
長
し
て
い
く
。「
神
納

川
は
い
い
所	

老
若
男
女
が
手
を
に
ぎ
り	

古
き
良

き
日
を
過
去
と
せ
ず	

今
日
も
せ
っ
せ
と
汗
流
す
」。

新
た
に
作
ら
れ
た
神
納
川
の
盆
踊
り
の
一
文
句
で

す
。
こ
の
気
持
ち
が
今
の
神
納
川
の
盆
踊
り
に
繋

が
っ
て
い
る
の
だ
思
い
ま
す
。
現
在
は
、
ベ
テ
ラ

ン
の
先
輩
の
方
々
か
ら
の
音
頭
と
踊
り
の
継
承
が

大
切
な
活
動
に
な
っ
て
い
ま
す
。

神納川の世帯数 29、人口 52 （神納川区全
体）

写真と絵と聞き書きで知る○神納川の盆踊り

神納川の盆踊り（十津川村教育委員会提供）

②

か

ん

の

が

わ
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風
屋
と
い
え
ば
、
ダ
ム
を
抜
き
に
語
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
風
屋
ダ
ム
が
竣
工
し
た
の
は

一
九
六
〇
年
（
昭
和
三
五
）
で
す
。
風
屋
の
ほ
か
、

流
域
の
川
津
、
林
、
上
野
地
の
計
一
〇
八
戸
が
水

没
し
ま
し
た
。
河
岸
に
は
水
田
が
多
か
っ
た
の

で
、
農
業
を
営
む
人
た
ち
に
大
き
な
影
響
が
出
ま

し
た
。
山
村
の
人
口
は
増
減
が
比
較
的
穏
や
か
で

す
が
、
ダ
ム
工
事
の
時
は
工
事
関
係
者
の
流
入
で

大
変
な
人
口
増
と
な
り
ま
し
た
。
一
九
六
〇
年
の

外
来
人
口
は
五
、八
六
六
人
で
、
そ
の
五
年
前
の
国

勢
調
査
の
村
の
総
人
口
一
二
、五
〇
三
人
か
ら
単
純

計
算
を
す
る
と
四
七
％
も
人
口
が
増
加
し
た
こ
と

に
な
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
十
津
川
村
史
上
最
大
の

人
口
に
な
っ
た
時
期
で
し
ょ
う
。
ち
な
み
に
、
明

治
、
大
正
時
代
の
人
口
は
一
一
、一
三
二
人
（
明
治

三
〇
）、
一
二
、九
八
八
（
大
正
七
）
と
い
う
よ
う

に
、
今
日
か
ら
す
れ
ば
か
な
り
多
い
印
象
を
受
け

ま
す
。
特
に
、
一
八
八
九
年
（
明
治
二
二
）
の
大

水
害
時
に
は
北
海
道
へ
の
移
住
者
が
二
、四
六
一
人

に
も
の
ぼ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
時
点
で
は
人
口
は

一
四
、〇
〇
〇
人
弱
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定

さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
風
屋
ダ
ム
築
造
時
に
は
そ

れ
を
上
回
り
ま
し
た
。
一
、〇
〇
〇
人
規
模
の
飯
場

集
落
が
出
現
し
、
飲
食
店
、
映
画
館
、
診
療
所
、

商
店
が
立
ち
並
び
、
街
の
よ
う
な
賑
わ
い
ぶ
り
を

呈
し
た
と
い
い
ま
す
。
風
屋
の
花
園
小
学
校
の
児

童
数
も
一・五
倍
に
ふ
く
れ
あ
が
り
ま
し
た
。
し
か

し
、
ダ
ム
の
竣
工
や
道
路
の
整
備
が
済
む
と
、
ま

さ
に
潮
を
引
く
よ
う
に
人
口
は
減
少
し
て
い
き
ま

し
た
。
傾
斜
地
に
段
丘
式
に
並
ん
で
い
た
田
畑
と

家
の
ほ
と
ん
ど
が
ダ
ム
で
水
没
し
、
現
在
の
国
道

一
六
八
号
線
沿
い
に
移
転
し
て
、
新
た
な
集
落
が

作
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
の
地
域
の
重
要
な
生

業
で
あ
っ
た
筏
流
し
が
ダ
ム
の
出
現
に
よ
っ
て
終

焉
を
迎
え
た
の
も
大
き
な
で
き
ご
と
で
し
た
。

　

盆
踊
り
は
八
月
一
三
日
に
、
ふ
だ
ん
は
ゲ
ー
ト

ボ
ー
ル
場
に
な
っ
て
い
る
川
べ
り
の
駐
車
場
に
櫓

を
た
て
、
提
灯
を
吊
っ
て
行
わ
れ
ま
す
。
そ
の
前

の
三
日
間
ほ
ど
練
習
が
行
わ
れ
ま
す
。
踊
り
当
日

の
開
始
は
午
後
七
時
過
ぎ
で
、
ダ
ム
の
水
没
以
前

は
夜
明
け
ま
で
踊
っ
て
い
た
そ
う
で
す
が
、
近
年

は
午
前
〇
時
前
に
終
わ
り
ま
す
。
ダ
ム
竣
工
以
前

に
は
、
前
日
に
村
の
地
芝
居
を
上
演
し
て
い
ま
し

た
。
十
津
川
村
で
は
地
芝
居
の
伝
統
が
あ
り
ま
し

た
が
、
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
見
る
こ
と
が
あ
り
ま

せ
ん
。

　

盆
踊
り
の
現
状
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
は
一
五
曲
で

す
。「
十
津
川
音
頭
」「
岡
山
節
」「
ダ
ン
チ
ョ
ネ
節
」

「
１
＋
１
の
音
頭
」「
ヤ
ト
ヤ
デ
カ
エ
セ
」「
炭
坑
節
」

「
籠
の
鳥
」「
ス
ト
ト
ン
節
」「
木
曽
節
」「
松
ノ
木

小
唄
」「
ヤ
ッ
チ
ョ
ン
節
」「
ホ
イ
ホ
イ
節
」「
相
馬

盆
唄
」「
草
津
節
」「
伊
勢
音
頭
」で
す
。
最
後
は「
伊

勢
音
頭
」
で
締
め
く
く
り
ま
す
。

　
風
屋
の
踊
り
の
特
徴
は
明
快
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な

所
作
に
あ
り
ま
す
。
踊
り
は
下
か
ら
上
に
扇
を
あ
げ

た
り
、
横
八
文
字
（
∞
）
を
描
い
た
り
と
い
う
基
本

動
作
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
な
っ
て
い
ま
す
が
、

独
自
の
振
り
付
け
に
よ
っ
て
他
字
と
の
違
い
が
鮮

明
と
な
っ
て
い
ま
す
。
特
に
「
籠
の
鳥
」「
ヤ
ト
ヤ

デ
カ
エ
セ
」「
草
津
節
」
の
美
し
さ
が
際
立
っ
て
い

ま
す
が
、「
籠
の
鳥
」
で
は
踊
り
に
タ
メ
が
見
ら
れ
、

太
鼓
の
リ
ズ
ム
か
ら
の
ほ
ん
の
僅
か
な
遅
れ
が
、
踊

り
の
味
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。「
ヤ
ト
ヤ
デ
カ
エ
セ
」

で
は
、
下
か
ら
上
へ
両
扇
を
振
り
上
げ
た
の
ち
、
そ

の
ま
ま
高
く
掲
げ
て
左
へ
と
下
げ
て
ゆ
く
動
き
に
独

特
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。「
草
津
節
」
で
は
、
三
拍

子
的
な
動
き
が
流
れ
る
よ
う
に
三
種
類
続
い
て
い
く

も
の
で
、
そ
の
流
麗
な
動
き
は
十
津
川
の
盆
踊
り
の

特
性
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
伝
え
て
い
ま
す
。
近
年
は

若
手
の
方
々
の
学
習
成
果
が
め
ざ
ま
し
く
、
こ
れ
か

ら
の
風
屋
の
盆
踊
り
の
展
開
に
大
い
に
期
待
が
寄
せ

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

風
屋
の
盆
踊
り
は
二
〇
世
紀
末
に
い
っ
た
ん
幕

を
閉
じ
ま
し
た
が
、
二
〇
一
〇
年
（
平
成
二
二
）

に
十
年
ぶ
り
に
復
活
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
心
人

物
が
下
垣
和
夫
さ
ん
で
す
が
、
保
存
会
は
つ
く
っ

て
い
ま
せ
ん
。十
名
く
ら
い
が
担
い
手
の
核
と
な
っ

て
い
ま
す
。
風
屋
在
住
の
建
設
業
今
西
組
が
ス
ポ

ン
サ
ー
と
な
っ
て
、
金
魚
す
く
い
、
た
こ
焼
き
、

生
ビ
ー
ル
な
ど
が
無
料
で
提
供
さ
れ
て
い
ま
す
。

社
長
に
よ
る
と
、
盆
踊
り
は
単
な
る
娯
楽
で
は
な

く
て
先
祖
へ
の
供
養
で
あ
り
、
み
ん
な
が
出
会
う

場
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
や
め
る
わ
け
に
は
い
か

な
い
と
の
こ
と
で
す
。

風屋の世帯数 48、人口 79

写真と絵と聞き書きで知る○風屋の盆踊り

風屋

風屋の盆踊り（十津川村教育委員会提供）

③

か

ぜ

や
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湯
之
原
に
は
体
育
文
化
セ
ン
タ
ー
が
あ
り
、
公

共
施
設
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
用
途
に
使
わ
れ
て
い

ま
す
。
湯
之
原
は
国
道
で
車
で
通
る
と
あ
っ
と
い

う
間
に
過
ぎ
て
し
ま
い
ま
す
。
十
津
川
は
大
き
く

蛇
行
し
な
が
ら
流
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
す
が
、

特
に
大
字
野
尻
か
ら
湯
之
原
に
か
け
て
の
蛇
行
は

大
き
く
、
新
し
く
で
き
た
一
六
八
号
線
は
、
蛇
行

を
串
刺
し
に
す
る
よ
う
に
ト
ン
ネ
ル
に
よ
っ
て
一

直
線
に
結
ん
で
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
各
字
を
か

す
っ
た
よ
う
に
短
時
間
で
通
り
過
ぎ
て
し
ま
う
の

で
す
。

　

三
村
区
に
は
六
字
あ
り
、
一
九
八
〇
年
代
ま
で

は
全
て
の
字
で
盆
踊
り
が
挙
行
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
一
九
九
〇
年
代
に
は
大
野
、
小
森
、
小
井
、

湯
之
原
で
な
く
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
二
〇
〇
四

年
（
平
成
一
六
）
に
湯
之
原
で
は
復
活
し
ま
し
た
。

そ
の
原
動
力
と
な
っ
た
の
は
、
音
頭
取
り
の
中
西

康
廣
さ
ん
で
し
た
。
中
西
さ
ん
は
大
字
旭
の
出
身

で
教
育
畑
を
歩
い
て
き
た
人
で
す
。
一
八
八
三
年

（
昭
和
五
八
）
に
新
任
教
員
と
し
て
神
納
川
区
の

五
百
瀬
小
学
校
に
赴
任
し
ま
し
た
。
地
域
の
活
性

化
に
興
味
が
あ
り
、
中
野
村
区
の
上
野
地
の
青
年

団
を
復
活
さ
せ
、
同
時
に
盆
踊
り
も
復
興
し
ま
し

た
。
三
年
後
に
平
谷
小
学
校
に
転
勤
と
な
り
、
た

ま
た
ま
湯
之
原
に
宅
地
を
見
つ
け
て
住
み
着
き
つ

き
ま
し
た
。
そ
の
頃
、
既
に
湯
之
原
の
盆
踊
り
の

灯
は
消
え
て
い
ま
し
た
。
中
西
さ
ん
の
本
当
の
願

い
は
出
身
地
の
旭
の
盆
踊
り
を
復
活
さ
せ
る
こ
と

に
あ
っ
た
の
で
す
が
、
過
疎
の
た
め
に
そ
れ
は
不

可
能
と
悟
り
、
湯
之
原
の
盆
踊
り
の
復
活
に
情
熱

を
傾
け
た
の
で
す
。
そ
こ
で
ま
ず
助
成
金
に
申
請

し
て
、テ
ン
ト
二
張
り
、カ
ラ
オ
ケ
の
ス
ピ
ー
カ
ー
、

音
響
設
備
、公
民
館
の
ク
ー
ラ
ー
四
台
、扇
五
〇
本
、

締
め
太
鼓
五
セ
ッ
ト
、
つ
ま
り
盆
踊
り
の
た
め
の

用
具
一
式
を
整
備
し
た
の
で
す
。
総
代
の
大
前
憲

視
さ
ん
が
そ
れ
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
、
よ
う
や
く
復

活
を
遂
げ
ま
し
た
。
中
西
さ
ん
は
先
代
の
音
頭
取

り
に
つ
い
て
歌
を
習
い
、
今
で
は
一
三
曲
ほ
ど
歌

え
る
と
の
こ
と
。
長
い
間
、盆
踊
り
が
中
止
と
な
っ

て
い
る
と
、
な
か
な
か
踊
り
手
も
集
ま
ら
ず
、
当

初
は
苦
労
し
た
そ
う
で
す
が
、現
在
は
軌
道
に
乗
っ

て
い
ま
す
。

　

盆
踊
り
は
一
五
日
に
公
会
堂
（
公
民
館
）
で
開

催
さ
れ
ま
す
。
湯
之
原
は
野
外
で
は
行
い
ま
せ
ん
。

踊
り
の
他
に
、
バ
ザ
ー
や
屋
台
が
店
を
開
き
、
そ

れ
を
目
当
て
に
や
っ
て
く
る
人
も
い
ま
す
。
盆
の

時
に
集
め
ら
れ
た
花
代
（
祝
儀
）
で
、
四
月
に
バ

ス
を
チ
ャ
ー
タ
ー
し
て
日
帰
り
旅
行
（
伊
勢
神
宮

や
和
歌
山
マ
リ
ー
ナ
シ
テ
ィ
な
ど
）
に
出
か
け
る

の
が
楽
し
み
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。踊
り
の
レ
パ
ー

ト
リ
ー
は
一
〇
曲
余
り
で
「
串
本
節
」「
ホ
イ
ホ
イ

踊
り
」「
関
の
五
本
松
」「
や
ん
ち
ょ
節
」「
木
曽
節
」

「
お
か
げ
踊
り
」「
有
田
節
」「
え
っ
こ
ら
し
ょ
節
」

「
笠
お
ど
り
」「
伊
勢
音
頭
」「
大
踊
」「
小
鷹
」
な

ど
で
す
。
風
流
系
太
鼓
踊
り
は「
大
踊
」と「
小
鷹
」

で
、
西
川
大
踊
保
存
会
の
大
谷
芳
史
さ
ん
の
協
力

を
得
て
、「
小
鷹
」
は
二
〇
二
〇
年
に
「
大
踊
」
は

二
〇
二
一
年
に
復
活
し
ま
し
た
。
し
か
し
新
型
コ

ロ
ナ
禍
の
影
響
で
盆
踊
り
が
開
催
さ
れ
ず
、
本
番

で
の
披
露
は
後
の
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
口
承
に

よ
る
と
、こ
れ
以
外
に
「
世
の
中
」「
ひ
ん
だ
」「
ひ

め
こ
」と
い
う
太
鼓
踊
り
が
明
治
時
代
後
期
に
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
字
間
の
踊
り
の
交
流

で
い
え
ば
、
小
井
が
一
四
日
、
湯
之
原
が
一
五
日

と
い
う
こ
と
で
互
い
に
行
き
来
し
て
い
ま
し
た
。

　

湯
之
原
の
大
踊
は
小
原
、
武
蔵
と
形
式
的
に
は

共
通
点
が
多
い
の
で
す
が
、
前
半
の
「
元
う
た
」

の
部
分
は
、
武
蔵
で
は
男
性
と
女
性
が
交
互
に
歌

い
ま
す
が
、
湯
之
原
で
は
男
性
の
み
で
す
。
小
原

も
そ
う
で
す
。
ま
た
終
盤
「
セ
メ
」
で
灯
籠
を
つ

け
た
笹
竹
は
武
蔵
と
同
様
に
走
り
ま
わ
り
ま
す
。

「
小
鷹
」
は
首
か
ら
下
げ
た
太
鼓
を
打
ち
な
が
ら
踊

り
ま
す
。
あ
ま
り
大
き
な
動
き
は
な
く
、
静
か
な

風
格
の
あ
る
踊
り
で
す
。

　

ば
か
踊
り
は
全
体
的
に
動
き
が
大
き
く
、
扇
を

二
枚
と
も
手
前
に
裏
返
す
動
き
が
特
徴
的
で
す
。

な
か
で
も
「
お
か
げ
踊
り
」
は
技
術
的
に
相
当
難

し
く
、
太
鼓
の
リ
ズ
ム
で
カ
ウ
ン
ト
す
る
と
九
二

拍
で
も
っ
て
一
区
切
り
と
い
う
長
大
な
踊
り
と

な
っ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
十
津
川
の
ば
か
踊
り

の
な
か
で
は
、
こ
の
踊
り
が
最
も
長
い
と
い
え
る

で
し
ょ
う
。

湯之原の世帯数 41、人口 90

写真と絵と聞き書きで知る○湯之原の盆踊り

湯ノ原

湯之原の盆踊り（中村幸夫撮影）

④

ゆ

の

は

ら
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十
津
川
沿
い
か
ら
急
な
旧
木
馬
道
を
数
分
か

か
っ
て
車
で
駆
け
上
が
る
と
、
視
界
が
ひ
ら
け
て

ま
る
で
桃
源
郷
の
よ
う
な
集
落
が
現
れ
ま
す
。
大

字
武
蔵
は
十
津
川
沿
い
の
平
瀬
、
山
腹
の
武
蔵

尾
、
そ
し
て
一
番
上
に
あ
る
武
蔵
と
い
う
三
つ
の

小
字
か
ら
な
っ
て
い
ま
す
。
平
瀬
に
は
宝
徳
二
年

（
一
四
五
〇
）
に
源
泉
が
湧
出
し
た
と
さ
れ
る
（
東

泉
寺
縁
起
）
湯
泉
地
温
泉
を
中
心
と
す
る
旅
館
や

民
宿
、
雑
貨
店
、
銭
湯
、
郵
便
局
な
ど
が
軒
を
連

ね
て
い
ま
す
が
、
武
蔵
尾
と
武
蔵
に
は
田
畑
中
心

の
農
村
風
景
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
盆
踊
り
が
行

わ
れ
る
の
は
小
字
武
蔵
に
あ
る
旧
武
蔵
小
学
校（
現

在
は
村
営
教
育
資
料
館
）
の
校
庭
で
す
。
雨
天
の

場
合
は
旧
保
育
所
の
木
造
の
堂
で
実
施
さ
れ
ま
す
。

校
庭
の
す
ぐ
横
に
は
楠
正
勝
と
佐
久
間
信
盛
の
お

墓
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
目
当
て
に
登
っ
て
く
る
観

光
客
も
ち
ら
ほ
ら
。
ま
た
旧
教
員
住
宅
は
ア
レ
ッ

ク
ス
・
カ
ー
氏
の
監
修
に
よ
っ
て
お
し
ゃ
れ
に
作

り
直
さ
れ
、
小
さ
な
リ
ゾ
ー
ト
ホ
テ
ル
の
よ
う
な

宿
泊
施
設
「
大
森
の
郷
」
と
し
て
二
〇
一
四
年
に

オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。
束
の
間
の
田
舎
暮
ら
し
を

満
喫
で
き
る
一
棟
貸
し
の
施
設
と
し
て
人
気
が
出

て
き
て
、
東
京
な
ど
か
ら
の
リ
ピ
ー
タ
ー
の
お
客

さ
ん
も
増
え
て
い
ま
す
。
他
に
農
家
民
宿
に
登
録

さ
れ
て
い
る
家
も
あ
り
、
字
全
体
と
し
て
外
来
者

を
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
気
風
が
あ
り
ま
す
。

　

盆
踊
り
は
八
月
一
四
日
に
行
わ
れ
ま
す
。
一
三

日
に
山
を
越
え
た
字
大
野
の
盆
踊
り
に
武
蔵
の
若

者
が
訪
れ
、
翌
日
に
は
逆
に
武
蔵
に
客
人
が
来
る

と
い
う
習
慣
で
し
た
が
、
二
〇
世
紀
末
に
大
野
の

盆
踊
り
が
途
絶
え
、
現
在
は
武
蔵
単
独
で
行
わ
れ

て
い
ま
す
。
場
所
は
校
庭
で
す
が
、
こ
の
時
期
の

十
津
川
は
気
圧
が
不
安
定
と
な
り
、
三
〜
四
年
に

一
度
は
雨
に
見
舞
わ
れ
て
堂
内
で
行
わ
れ
ま
す
。

堂
内
は
狭
く
、
踊
り
手
が
犇ひ

し
めく

よ
う
に
輪
を
作
り
、

下
駄
の
音
が
大
き
く
ビ
ー
ト
を
打
つ
の
で
、
却
っ

て
盛
り
上
が
り
、
念
仏
踊
り
の
熱
狂
も
か
く
や
と

い
う
雰
囲
気
に
な
り
ま
す
。

　

櫓
は
宝
蔵
庫
の
虫
干
し
や
道
普
請
を
行
う
七
月

末
に
た
て
ら
れ
、
八
月
一
日
か
ら
な
ら
し
（
稽

古
）
が
始
ま
り
ま
す
。
当
日
は
夜
八
時
か
ら
開
始
、

十
一
時
過
ぎ
に
国
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
で

あ
る
大
踊
が
演
じ
ら
れ
、
中
入
り
後
に
数
番
踊
ら

れ
て
午
前
二
時
頃
に
終
了
、
続
い
て
櫓
が
解
体
さ

れ
て
解
散
と
な
り
ま
す
。

　

レ
パ
ー
ト
リ
ー
は
三
七
曲
あ
り
ま
す
が
、
実
際

に
踊
ら
れ
る
の
は
平
均
し
て
二
〇
曲
ほ
ど
で
す
。

必
ず
「
ダ
ン
チ
ョ
ネ
」
か
ら
始
ま
り
、途
中
に
「
お

杉
く
ど
き
」「
お
松
く
ど
き
」「
笠
く
ず
し
」
の
口

説
き
系
の
踊
り
を
挟
み
な
が
ら
徐
々
に
盛
り
上

が
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
中
央
の
櫓
の
上
に
複
数
名
の

音
頭
取
り
が
の
ぼ
り
、
踊
り
手
は
輪
に
な
っ
て
踊

り
ま
す
が
、
大
踊
の
時
の
み
太
鼓
を
持
っ
た
男
性

が
横
一
列
に
並
び
ま
す
。
大
踊
は
隣
接
す
る
小
原
、

湯
之
原
と
同
系
統
で
す
が
、
歌
詞
の
中
に
「
な
む

あ
み
だ
ぶ
つ　

さ
あ
お
ど
ら
い
で
」
と
い
う
も
の

が
武
蔵
に
の
み
見
ら
れ
、
念
仏
踊
り
の
系
譜
を
引

い
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
ま
す
。
桧
の
薄
皮

を
束
ね
た
房
の
つ
い
た
バ
チ
で
太
鼓
を
う
ち
、
周

り
を
「
灯
籠
」
で
飾
り
つ
け
ら
れ
た
笹
竹
を
持
っ

た
人
た
ち
が
囲
み
ま
す
。
音
頭
取
り
の
男
女
が
交

互
に
歌
う
「
元
ウ
タ
」
と
「
セ
メ
」
か
ら
始
ま
り

ま
す
が
、
途
中
か
ら
音
頭
は
な
く
な
り
、
エ
ッ
サ

エ
ッ
サ
と
い
う
掛
け
声
で
太
鼓
の
音
だ
け
が
響
く

と
、
笹
竹
を
持
っ
た
人
が
時
計
回
り
に
走
り
始
め

ま
す
。
走
る
速
度
は
太
鼓
の
連
打
と
と
も
に
増
し
、

疲
れ
果
て
る
ま
で
続
く
の
で
す
。

　
武
蔵
に
は
現
行
の
大
踊
の
他
に「
十
三
四
五
」「
鎌

倉
」「
お
城
」
と
い
う
風
流
系
の
踊
り
が
あ
り
ま
し

た
が
、
現
在
で
は
踊
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
第
二
次

世
界
大
戦
前
は
旧
暦
の
八
月
一
四
日
に
踊
っ
て
い

ま
し
た
が
夜
が
寒
く
、
戦
後
は
新
暦
八
月
一
四
日

に
踊
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
朝
ま
で
踊
る
の
が

普
通
で
、
前
日
に
大
野
で
夜
明
か
し
し
て
踊
っ
た

の
ち
、
峠
（
ヤ
ケ
ム
ネ
）
を
超
え
て
戻
っ
て
く
る

頃
に
夜
が
明
け
た
と
い
う
歌
詞
が
今
日
で
も
歌
わ

れ
ま
す
。
八
月
一
六
日
に
は「
送
り
踊
り
」と
し
て
、

ま
た
八
朔
（
旧
暦
八
月
一
日
）、
春
秋
の
彼
岸
に
も

踊
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

武
蔵
は
多
く
の
学
生
が
踊
り
に
参
加
し
て
い
る

こ
と
で
も
特
徴
が
あ
り
ま
す
が
、
中
に
は
盆
踊
り

時
期
以
外
に
訪
れ
る
卒
業
生
も
あ
り
、
関
係
人
口

を
増
や
す
と
い
う
過
疎
地
の
課
題
の
一
つ
の
答
え

が
み
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

武蔵の世帯数 48、人口 86

写真と絵と聞き書きで知る○武蔵の盆踊り

武蔵

武蔵の盆踊り（西岡潔撮影）

⑤

む

さ

し
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小原

　

小
原
に
は
十
津
川
村
役
場
が
あ
り
、
そ
の
他
に

警
察
署
、
歴
史
民
俗
資
料
館
、
道
の
駅
、
診
療
所
、

公
衆
温
泉
な
ど
が
集
結
し
て
い
て
、
村
の
心
臓
部

と
い
っ
て
い
い
場
所
に
な
っ
て
い
ま
す
。
小
原
に

役
場
が
開
設
さ
れ
た
の
は
一
九
四
九
年
（
昭
和

二
四
）
で
、
そ
れ
ま
で
は
同
じ
三
村
区
内
の
小
森

に
あ
り
ま
し
た
。
小
森
は
西
熊
野
街
道
沿
い
に
あ

る
交
通
の
要
衝
で
し
た
が
、
役
場
は
集
落
の
上
の

尾
根
に
置
か
れ
ま
し
た
。
旅
館
も
あ
っ
た
り
で
当

時
は
賑
わ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
今
の
感
覚
か
ら
す

る
と
わ
ざ
わ
ざ
尾
根
上
に
役
場
を
つ
く
る
の
は
不

便
と
し
か
思
え
ま
せ
ん
。
し
か
し
昔
の
人
々
の
往

来
は
尾
根
伝
い
や
峠
越
え
が
主
で
あ
り
、
谷
の
深

い
川
筋
ま
で
降
り
る
の
は
か
え
っ
て
不
合
理
だ
っ

た
の
で
す
。
例
え
ば
三
村
区
の
東
端
に
は
大
字
大

野
が
あ
り
ま
す
が
、
小
原
か
ら
大
野
に
向
か
う
場

合
、
武
蔵
を
通
り
抜
け
て
焼
峯
と
い
う
峠
を
越
え

て
到
達
し
て
い
ま
し
た
。
今
日
で
は
車
で
大
き
く

迂
回
し
て
川
筋
に
沿
っ
て
向
か
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
焼
峰
道
は
現
在
で
は
消
失
し
て
し
ま
い
、
残

念
な
が
ら
踏
破
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
一
六
八
号
線
を
車
で
走
っ
て
見
え
る
十
津
川
は
、

広
い
河
原
が
特
徴
的
で
す
が
、昔
は
大
峡
谷
で
あ
っ

た
と
こ
ろ
、
度
重
な
る
大
雨
に
よ
る
山
の
大
崩
落

で
谷
が
ど
ん
ど
ん
埋
ま
り
、
今
日
の
よ
う
な
河
原

を
形
成
し
て
い
る
の
で
す
。
特
に
一
八
八
九
年（
明

治
二
二
）
の
大
水
害
で
は
川
底
が
数
十
メ
ー
ト
ル

も
上
昇
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
小
原
で

も
明
治
の
大
水
害
で
は
総
戸
数
八
七
戸
の
う
ち

三
三
戸
が
北
海
道
に
移
住
、
そ
の
後
も
断
続
的
に

移
住
は
続
き
、
一
九
五
九
年
（
昭
和
三
四
）
に
は

移
住
が
四
五
戸
に
達
し
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
も
役
場
の
移
転
な
ど
も
あ
っ
て
人
口
は

平
谷
、
折
立
に
次
い
で
三
番
目
の
多
さ
を
も
ち
ま

す
。
小
原
の
名
所
と
い
え
ば
役
場
の
向
か
い
側
の

山
手
に
四
所
神
社
が
あ
り
ま
す
。
一
三
七
三
年（
文

中
二
）の
建
立
と
さ
れ
、長
慶
太
上
天
皇
を
祀
っ
て
、

八
幡
、
住
吉
、
春
日
、
大
地
主
の
四
社
殿
が
並
列

し
て
い
ま
す
。
ま
た
歴
史
民
俗
博
物
館
は
南
朝
史

料
や
十
津
川
郷
士
史
料
の
ほ
か
、
明
治
の
大
水
害

や
人
々
の
暮
ら
し
な
ど
の
展
示
が
な
さ
れ
、
是
非

と
も
訪
れ
た
い
所
で
す
。

　

盆
踊
り
は
一
三
日
に
第
一
小
学
校
の
グ
ラ
ウ
ン

ド
で
開
催
さ
れ
ま
す
。
か
つ
て
は
小
森
が
一
二
日

開
催
で
交
流
が
続
い
て
い
た
の
で
す
が
、
小
森
は

一
九
九
〇
年
前
後
に
停
止
し
ま
し
た
。
西
川
、
武

蔵
と
並
ん
で
大
踊
が
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財

に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
構
成
は
武
蔵
、
湯

之
原
と
多
く
の
共
通
点
を
も
っ
て
い
ま
す
。
歌
詞

も
共
通
の
も
の
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
細

部
で
は
、
武
蔵
で
は
「
三
日
月
な
り
の
、
よ
い
鎌

ほ
し
や
」
が
小
原
で
は
「
三
ヶ
月
、
な
り
の
よ
い

鎌
ほ
し
や
」
に
な
る
な
ど
、
異
同
が
見
ら
れ
ま
す
。

笹
竹
に
は
灯
籠
の
ほ
か
に
、
染
め
た
和
紙
の
房
を

上
か
ら
白
、
赤
、
緑
の
順
に
連
ね
た
幟
の
よ
う
な

も
の
が
下
げ
ら
れ
、
見
事
な
美
し
さ
を
出
し
て
い

ま
す
。
大
踊
は
ほ
か
に
「
世
の
中
踊
り
」「
お
花
踊

り
」「
お
宝
踊
り
」「
姫
子
踊
り
」「
長
者
踊
り
」
が

あ
り
ま
し
た
が
、
今
は
踊
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

大
踊
り
以
外
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
は
二
六
曲
あ
り

ま
す
が
、
特
筆
す
べ
き
は
一
一
曲
も
の
口
説
群
が

あ
る
こ
と
で
す
。
口
説
は
物
語
性
の
あ
る
歌
詞
で

す
。「
お
杉
口
説
」「
つ
ば
く
ら
口
説
」「
中
山
口
説
」

「
笠
く
ず
し
」「
鈴
木
主
水
」「
莨

た
ば
こ

口
説
」「
お
い
そ

口
説
」「
笠
お
ど
り
」「
お
熊
口
説
」「
天
誅
お
ど
り
」

「
鴨
緑
江
節
」
と
並
べ
ば
壮
観
で
す
。
他
の
字
で
は

「
笠
お
ど
り
」「
天
誅
お
ど
り
」「
鴨
緑
江
節
」
は
民

謡
系
に
分
類
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
小
原
で
は
歌
詞

が
固
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
口
説
と
分
類
し
て
い

る
よ
う
で
す
。
民
謡
系
の
踊
り
「
有
田
節
」「
木
曽

節
」「
串
本
節
」
な
ど
一
五
曲
の
う
ち
、「
五
十
三

次
」
と
「
草
津
節
」
以
外
の
一
三
曲
は
、
近
在
の

武
蔵
の
盆
踊
り
と
完
全
に
曲
名
が
重
複
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
興
味
深
い
こ
と
に
「
木
曽
節
」
以
外

は
踊
り
の
振
り
が
全
て
異
な
り
、
小
原
ら
し
さ
が

一
貫
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
振
り
の
特
徴
と
し

て
は
自
然
な
流
れ
に
な
っ
て
お
り
、
特
に
口
説
系

は
優
雅
な
印
象
を
与
え
ま
す
。
ま
た
道
化
の
姿
を

し
た
人
が
大
踊
り
に
登
場
し
ま
す
。
こ
れ
は
先
祖

の
霊
が
降
り
て
き
て
一
緒
に
踊
る
と
い
う
意
味
合

い
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

小原の世帯数 117、人口 216

写真と絵と聞き書きで知る○小原の盆踊り

小原の盆踊り（野本暉房撮影）

⑥
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十
津
川
を
空
か
ら
見
れ
ば
、
き
っ
と
大
蛇
が
ク

ネ
ク
ネ
と
曲
が
り
な
が
ら
動
い
て
い
る
よ
う
な
眺

め
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
折
立

で
は
、
南
下
し
て
き
た
川
が
急
に
西
へ
と
曲
流
し

ま
す
。
二
〇
一
一
年
（
平
成
二
三
）
の
台
風
一
二

号
水
害
で
は
、
こ
の
曲
り
角
に
あ
る
折
立
橋
に
と

り
わ
け
強
い
泥
流
が
ぶ
ち
当
た
り
、
怒
涛
の
渦
の

中
に
橋
を
呑
み
込
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
橋
の
東

端
近
く
に
玉
置
神
社
へ
登
る
車
道
が
つ
い
て
い
ま

す
。
玉
置
神
社
は
紀
元
前
三
七
年
の
崇
神
天
皇
の

時
代
に
王
城
火
防
鎮
護
と
悪
魔
退
散
の
た
め
早
玉

神
を
奉
祀
し
た
と
い
う
伝
承
を
も
っ
て
い
ま
す
。

神
社
の
お
札
に
は
「
や
ま
と
な
る	

つ
る
お
と
す
れ

ば	

あ
く
ま
し
り
ぞ
く
」
と
書
か
れ
、
弦つ
る
音お
と
を
た
て

る
弓
神
楽
が
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
も
知
ら
れ

て
い
ま
す
。
神
域
は
鬱
蒼
た
る
杉
の
大
木
に
覆
わ

れ
、
中
に
は
幹
周
り
が
八
メ
ー
ト
ル
を
越
す
杉
も

あ
っ
て
、
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
訪
れ
る
人
が

絶
え
ま
せ
ん
。
大
字
折
立
は
こ
の
玉
置
神
社
に
東

南
部
で
接
し
て
い
る
の
で
す
。

　

玉
置
神
社
以
外
に
は
目
立
っ
た
観
光
資
源
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
旧
折
立
中
学
の
木
造
校
舎
は
威
風

が
あ
り
、
校
内
の
廊
下
の
広
さ
に
は
目
を
見
張
る

も
の
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
現
在
の
十
津
川
高
校
の

前
身
で
あ
る
文
武
館
は
一
八
六
四
年
（
元
治
元

年
）
に
孝
明
天
皇
の
勅
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
、
翌

一
八
六
五
年
（
慶
応
元
年
）
に
折
立
に
移
転
し
ま

し
た
。
こ
の
村
の
教
育
へ
の
並
々
な
ら
ぬ
熱
意
が

感
じ
ら
れ
ま
す
。
そ
の
創
設
記
念
碑
が
折
立
に
あ

り
ま
す
。
現
在
の
折
立
の
特
色
と
し
て
は
、
若
手
・

中
堅
の
公
務
員
の
在
住
が
多
く
、
子
ど
も
の
数
も

多
く
み
ら
れ
て
、
そ
れ
が
盆
踊
り
の
賑
や
か
な
性

格
に
も
現
れ
て
い
ま
す
。

　

盆
踊
り
は
八
月
一
三
日
に
旧
折
立
中
学
の
校
庭

で
、
雨
天
の
場
合
は
体
育
館
（
十
津
川
村
民
ひ
ろ

ば
）
で
行
わ
れ
ま
す
。
そ
の
前
に
二
〜
三
日
の
練

習
が
あ
り
ま
す
。
盆
踊
り
の
大
き
な
特
色
は
夏
祭

り
的
な
特
色
を
打
ち
出
し
て
い
る
点
で
、
本
格
的

な
打
ち
上
げ
花
火
や
、
ク
オ
リ
テ
ィ
の
高
い
屋
台

（
子
ど
も
に
も
買
い
や
す
い
よ
う
に
低
価
格
に
設

定
）
が
人
気
で
、
二
〇
〇
人
近
い
参
加
が
見
ら
れ

ま
す
。
焼
き
そ
ば
，
カ
レ
ー
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
、

焼
き
鳥
、
唐
揚
げ
な
ど
の
屋
台
が
ず
ら
り
と
並
び
、

二
〇
一
九
年
に
は
昔
、
盆
踊
り
の
中
入
り
（
休
憩
）

に
ふ
る
ま
わ
れ
て
い
た
「
き
な
粉
お
に
ぎ
り
」
を

復
活
さ
せ
て
販
売
し
ま
し
た
。
打
ち
上
げ
花
火
に

つ
い
て
は
、
一
三
日
に
新
宮
市
で
大
き
な
花
火
大

会
が
あ
っ
て
、
若
い
人
た
ち
は
そ
ち
ら
に
行
っ
て

し
ま
っ
た
り
、
ま
た
新
宮
ま
で
は
見
に
行
け
な
い

お
年
寄
り
が
い
た
り
す
る
の
で
、
自
分
た
ち
で
も

花
火
の
打
ち
上
げ
を
し
て
新
宮
市
に
行
か
な
く
て

も
折
立
で
も
打
ち
上
げ
花
火
が
見
れ
た
ら
楽
し
い

の
で
は
？
の
発
案
で
、
二
〇
一
〇
年
頃
に
始
め
ら

れ
ま
し
た
。

　

曲
目
は
昔
は
二
〇
曲
く
ら
い
あ
り
ま
し
た
が
、

現
在
で
は
一
二
〜
一
三
曲
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ほ

と
ん
ど
が
扇
踊
り
で
、
二
つ
の
舞
扇
を
裏
返
し
て

揃
え
る
、
打
ち
合
わ
せ
る
と
い
う
所
作
が
多
い
の

が
特
徴
で
す
。
手
踊
り
は
「
木
曽
節
」
と
「
鹿
児

島
小
原
節
」
で
す
。
近
隣
の
平
谷
の
盆
踊
り
と
共

通
し
て
い
る
演
目
は
廃
絶
曲
を
含
め
る
と
「
帽
子

片
手
に
」「
丸
こ
な
れ
」「
や
と
や　

よ
い
よ
い
」

な
ど
、
少
な
く
と
も
一
二
曲
が
確
認
さ
れ
ま
す
が
、

踊
り
の
所
作
は
両
字
で
異
な
り
ま
す
。「
し
ゃ
し
ゃ

し
ゃ
の
し
ゃ
ん
し
ゃ
ん
」
は
二
人
が
向
か
い
合
っ

て
、
飛
び
す
さ
る
よ
う
に
し
て
入
れ
替
わ
る
踊
り

で
、
音
頭
取
り
も
テ
ン
ポ
を
速
く
し
た
り
遅
く
し

た
り
で
緩
急
自
在
、
と
て
も
疲
れ
ま
す
が
笑
い
声

の
絶
え
な
い
楽
し
い
踊
り
で
す
。
あ
と
は
「
よ
い

し
ょ
こ
り
ゃ
こ
り
ゃ
」
も
盛
り
上
が
る
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。

　
盆
踊
り
は
一
時
期
実
施
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
二
〇
〇
二
年
（
平
成
一
四
）
頃
に
再
開
さ
れ
ま

し
た
。
当
時
二
〇
代
の
若
い
人
た
ち
が
中
心
に
な
っ

て
始
め
た
も
の
で
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
は
引
き
続
き
参

加
し
て
輪
の
中
心
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
踊
り

の
上
手
な
方
が
高
齢
化
し
て
お
り
、
中
間
の
世
代
が

少
な
い
の
が
悩
み
の
種
で
す
。
折
立
の
知
恵
は
盆
踊

り
を
夏
祭
り
と
位
置
づ
け
た
点
で
、
万
が
一
、
今

後
、
盆
踊
り
で
踊
る
曲
目
が
減
っ
た
と
し
て
も
、
他

の
イ
ベ
ン
ト
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
々

の
賑
わ
い
や
楽
し
み
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
る
点

で
す
。
こ
れ
も
盆
踊
り
を
持
続
さ
せ
る
た
め
の
効
果

的
な
方
法
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

折立の世帯数 116、人口 218

写真と絵と聞き書きで知る○折立の盆踊り

折立

折立の盆踊り（田花三厳撮影）

⑦
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平
谷
の
景
観
は
中
心
部
に
お
け
る
ダ
ム
湖
と
軒

を
連
ね
る
温
泉
旅
館
、
民
宿
が
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

十
津
川
随
一
の
商
業
地
域
と
し
て
発
展
し
、
村
内

で
最
も
人
口
の
多
い
字
で
す
。
温
泉
は
元
禄
年
間

（
一
六
八
八
〜
一
七
〇
四
年
）
に
炭
焼
き
職
人
に

よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
と
い
わ
れ
、
以
来
三
〇
〇
年

以
上
の
歴
史
を
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
最
大

の
変
化
は
一
九
六
三
年
（
昭
和
三
八
）
の
導
湯
で

し
た
。
一
九
六
二
年
（
昭
和
三
七
）
の
二
津
野
ダ

ム
竣
工
に
合
わ
せ
て
、
水
没
す
る
源
泉
か
ら
の
導

湯
工
事
が
行
わ
れ
た
の
で
す
。
一
九
六
三
年
の
完

成
式
に
て
「
十
津
川
温
泉
」
と
命
名
さ
れ
ま
し
た
。

で
す
か
ら
、
こ
の
導
湯
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た

ら
、
現
在
の
十
津
川
温
泉
郷
は
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
ダ
ム
完
成
に
先
立
つ
一
九
五
九
年
（
昭
和
三
四
）

に
国
道
一
六
八
号
線
が
全
通
し
ま
し
た
。
つ
ま
り

奈
良
か
ら
熊
野
ま
で
至
る
長
い
バ
ス
路
線
が
開
通

し
た
の
で
す
。
当
時
、
役
場
の
あ
る
小
原
か
ら
五

條
市
ま
で
四
時
間
、
奈
良
市
ま
で
五
時
間
、
新
宮

市
ま
で
三
時
間
足
ら
ず
で
い
け
る
と
い
う
、
住
民

や
工
事
関
係
者
、
旅
行
者
の
足
と
な
り
ま
し
た
。

今
で
は
五
條
市
ま
で
一
時
間
半
程
で
行
け
ま
す
か

ら
、
ス
ピ
ー
ド
化
は
以
後
も
著
し
く
、
隔
世
の
感

を
ぬ
ぐ
え
ま
せ
ん
。
国
道
の
全
通
と
導
湯
に
よ
っ

て
、
林
業
中
心
の
村
か
ら
温
泉
や
熊
野
古
道
を
軸

と
す
る
観
光
の
村
へ
と
転
換
す
る
き
っ
か
け
と
な

り
、
そ
の
フ
ロ
ン
ト
ラ
ン
ナ
ー
が
平
谷
に
な
り
ま

し
た
。
南
紀
か
ら
の
移
住
者
も
多
く
、
サ
ー
ビ
ス

業
が
中
心
で
、
現
在
は
ホ
テ
ル
、
旅
館
、
民
宿
が

九
軒
、
公
衆
浴
場
、
ス
ー
パ
ー
、
金
融
機
関
、
郵

便
局
、
病
院
、
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
、
ス
ナ
ッ
ク

な
ど
が
立
ち
並
ん
で
い
ま
す
。

　

盆
踊
り
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
は
お
よ
そ
三
〇
曲
余

り
で
す
が
、
な
ん
と
言
っ
て
も
二
〇
〇
〇
年
（
平

成
一
二
）
に
村
指
定
の
無
形
文
化
財
と
な
っ
た
「
餅

搗
き
踊
り
」
が
代
表
的
な
も
の
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。
発
起
人
の
方
々
の
お
陰
で
二
二
名
の
メ
ン
バ
ー

が
賛
同
、
平
谷
餅
搗
き
踊
り
保
存
会
が
一
九
七
五

年
（
昭
和
五
〇
）
に
結
成
さ
れ
、
そ
の
保
存
と
伝

承
に
注
力
し
て
き
ま
し
た
。「
餅
搗
き
踊
り
」
は
必

ず
し
も
盆
だ
け
で
は
な
く
、
氏
神
の
遷
宮
祭
や
家

の
棟
上
式
の
ほ
か
、
め
で
た
い
時
に
踊
ら
れ
ま
す
。

音
頭
は「
伊
勢
音
頭
」「
餅
搗
き
歌
」「
松
づ
く
し
」「
数

え
歌
」
の
順
に
歌
わ
れ
、
踊
り
手
も
い
か
き
取
り
、

こ
し
き
取
り
、
搗
き
手
、
女
踊
り
と
い
う
役
割
に
別

れ
、華
や
か
な
姿
と
な
り
ま
す
。
特
に
い
か
き
取
り
、

こ
し
き
取
り
に
小
学
生
が
当
て
ら
れ
た
時
に
は
、
見

る
か
ら
に
可
愛
ら
し
い
所
作
と
な
り
ま
す
。

　

八
月
一
四
日
の
本
番
で
踊
ら
れ
る
の
は
一
八
曲

前
後
で
す
。
平
谷
の
特
徴
は
舞
扇
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
な
振
り
に
あ
る
と
い
え
ま
す
。
そ
の
代
表
的
な

の
は
「
ヤ
ッ
チ
ョ
ン
」
で
す
が
、「
よ
い
し
ょ
こ
ら

こ
ら
」
で
は
そ
れ
に
扇
を
交
差
さ
せ
な
が
ら
身
体

を
廻
す
と
い
う
綺
麗
な
動
き
が
加
わ
っ
て
、
優
雅

さ
を
醸
し
出
し
て
い
ま
す
。
い
っ
ぽ
う
、「
笠
踊

り
」
は
実
際
の
編
笠
を
く
る
く
る
回
し
な
が
ら
踊

る
も
の
で
、
田
辺
市
本
宮
町
桧
葉
地
区
で
作
成
さ

れ
た
笠
を
使
用
し
て
い
ま
す
。
各
字
の
踊
り
は
そ

れ
ぞ
れ
独
特
の
味
や
振
り
を
も
っ
て
い
て
、
同
じ

歌
で
も
微
妙
に
節
回
し
や
ハ
ヤ
シ
言
葉
が
違
い
ま

す
。
そ
う
い
う
観
点
か
ら
平
谷
に
比
較
的
近
い
西

川
と
折
立
の
踊
り
と
比
較
す
る
と
、
興
味
深
い
現

象
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。
平
谷
で
は
西
川

と
共
通
す
る
振
り
を
も
つ
踊
り
が
多
い
よ
う
で
す
。

「
帽
子
片
手
に
」「
ほ
い
ほ
い
」「
串
本
節
」「
鴨
緑

江
節
」
は
ほ
ぼ
西
川
と
同
様
で
、「
さ
の
さ
節
」「
や

と
や
よ
い
よ
い
」
も
類
似
し
て
い
ま
す
。「
ほ
い
ほ

い
」
は
折
立
に
も
あ
り
、
扇
の
振
り
は
全
く
一
緒

で
す
が
、折
立
で
は
廻
る
の
が
特
徴
で
す
。ま
た「
し

ち
り
き
」
で
は
足
の
運
び
が
折
立
と
全
く
同
じ
に

な
っ
て
い
ま
す
。
他
方
で
、「
丸
こ
な
れ
」
は
西
川

に
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
折
立
と
平
谷
に
あ
る
も
の

の
フ
リ
は
全
く
異
な
り
、
出
谷
も
ま
た
異
な
り
ま

す
。
あ
る
意
味
で
平
谷
は
「
踊
り
の
交
差
点
」
的

な
場
所
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
が
、
こ
の

よ
う
な
類
同
性
、
異
同
性
に
は
お
そ
ら
く
具
体
的

な
要
因
が
あ
り
、
興
味
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

踊
り
保
存
会
の
メ
ン
バ
ー
は
二
四
名
で
、
音
頭

取
り
の
佐
古
金
一
さ
ん
が
第
四
代
会
長
で
す
。
平

谷
は
都
会
的
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
色
々
な
出
身

の
人
が
多
く
、
な
か
な
か
ま
と
ま
り
に
く
い
の
が

難
点
で
す
。
音
頭
取
り
の
後
継
者
を
育
て
る
の
も

急
務
の
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

平谷の世帯数 182、人口 329

写真と絵と聞き書きで知る○平谷の盆踊り

平谷

平谷の盆踊り（野本暉房撮影）

⑧

ひ

ら

だ

に
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西
川
区
は
村
の
南
西
部
に
位
置
し
て
和
歌
山
県

田
辺
市
本
宮
町
、
中
辺
路
町
、
龍
神
村
と
接
し
、

面
積
が
一
四
四・
三
㎢
あ
り
村
の
な
か
で
は
最
大
の

区
に
な
っ
て
い
ま
す
。
西
川
流
域
に
は
上
流
か
ら

迫
西
川
、
小
坪
瀬
、
小
山
手
、
西
中
、
今
西
、
玉

垣
内
、
永
井
、
重
里
の
八
大
字
が
並
ん
で
い
ま
す
。

か
つ
て
は
西
中
の
北
側
に
大
谷
と
い
う
字
が
あ
っ

た
の
で
す
が
、
一
九
六
八
年
（
昭
和
四
三
）
に
最

後
の
世
帯
が
転
居
し
、
以
後
は
無
住
と
な
っ
て
い

ま
す
。
現
在
は
、
こ
の
大
谷
と
林
（
中
野
村
区
）

は
人
口
が
ゼ
ロ
で
す
が
、
役
場
の
統
計
で
は
五
五

大
字
の
一
つ
ず
つ
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

盆
踊
り
は
重
里
の
旧
西
川
第
一
小
学
校
の
校
庭

で
八
月
一
五
日
に
行
わ
れ
る
の
で
す
が
、「
重
里
の

盆
踊
り
」
で
は
な
く
「
西
川
の
盆
踊
り
」
と
呼
ば

れ
る
の
は
、
か
つ
て
西
川
流
域
各
地
で
は
盆
踊
り

が
活
発
に
行
わ
れ
、
し
か
も
交
流
も
非
常
に
盛
ん

で
あ
り
、
現
在
の
盆
踊
り
は
そ
れ
ら
が
集
約
さ
れ

た
形
に
な
っ
て
い
る
た
め
で
す
。
ま
た
盆
踊
り
以

外
に
は
、
龍
神
村
か
ら
伝
え
ら
れ
た
獅
子
神
楽
が

子
ど
も
た
ち
に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
。
第

二
次
大
戦
以
前
か
ら
川
合
神
社
の
祭
礼
で
舞
わ
れ

て
い
た
も
の
が
一
旦
途
絶
え
、
戦
後
に
な
っ
て
改

め
て
龍
神
村
に
習
い
に
行
っ
て
復
活
さ
せ
ま
し
た
。

獅
子
神
楽
が
演
じ
ら
れ
る
の
は
村
内
で
も
西
川
区

だ
け
で
す
。

　

盆
踊
り
に
は
地
元
の
重
里
だ
け
で
は
な
く
、
流

域
各
地
か
ら
帰
省
客
も
含
め
た
人
々
が
訪
れ
ま
す
。

レ
パ
ー
ト
リ
ー
は
三
〇
曲
を
超
え
ま
す
。
ば
か
踊

り
と
呼
ば
れ
る
、
各
地
の
民
謡
な
ど
に
振
り
を
つ

け
た
も
の
、
例
え
ば
「
有
田
節
」「
串
本
節
」「
木

曽
節
」「
関
の
五
本
松
」「
宮
津
節
」「
笠
踊
り
」「
今

の
川
堀
り
」「
追
い
分
け
」「
高
い
山
か
ら
」「
五
条

や
橋
本
」
な
ど
二
五
曲
の
ほ
か
、
西
川
の
盆
踊
り

と
い
え
ば
白
眉
の
大
踊
群
が
あ
り
ま
す
。
群
と
い

う
の
は
複
数
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
武
蔵
、
小
原
、

湯
之
原
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
の
は
一
〜
二
曲
だ
け

で
す
が
、
西
川
で
は
六
曲
が
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

大
踊
は
風
流
系
の
太
鼓
踊
り
で
、
和
紙
で
で
き

た
房
の
つ
い
た
バ
チ
で
太
鼓
を
打
ち
ま
す
。
打
つ

の
は
男
性
で
、
自
ら
首
か
ら
か
け
る
も
の
と
、
女

性
に
対
面
で
持
っ
て
も
ら
う
も
の
の
二
種
類
が
あ

り
ま
す
。
六
曲
と
は
「
よ
り
こ
」「
い
り
は
」「
し

の
び
踊
り
」「
か
ま
く
ら
踊
り
」「
お
は
な
踊
り
」「
か

け
入
り
〜
大
も
ち
」
で
す
。
盆
踊
り
の
時
に
は
ば

か
踊
り
の
間
に
挟
み
込
ん
で
、基
本
的
に「
よ
り
こ
」

「
い
り
は
」「
か
け
入
り
〜
大
も
ち
」が
踊
ら
れ
ま
す
。

そ
の
ほ
か
の「
し
の
び
踊
り
」「
か
ま
く
ら
踊
り
」「
お

は
な
踊
り
」
は
六
〇
年
以
上
も
途
絶
え
て
い
た
の

で
す
が
、
近
年
に
現
保
存
会
長
の
大
谷
芳
史
さ
ん

の
大
変
な
努
力
に
よ
っ
て
復
元
さ
れ
ま
し
た
。
そ

の
消
息
に
つ
い
て
は
二
八
頁
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

こ
れ
ら
六
曲
は
全
て
異
な
っ
て
い
る
訳
で
は
な

く
、振
り
に
は
共
通
点
が
見
ら
れ
ま
す
。「
よ
り
こ
」

の
後
半
と
「
か
け
入
り
」
は
同
じ
踊
り
で
す
。
ま

た
「
い
り
は
」
の
後
半
部
と
「
お
は
な
踊
り
」
は

同
じ
で
す
。
そ
し
て
「
し
の
び
踊
り
」
と
「
か
ま

く
ら
踊
り
」
は
酷
似
し
て
い
ま
す
。
歌
詞
は
そ
れ

ぞ
れ
別
に
な
っ
て
い
ま
す
。「
よ
り
こ
」
は
小
山
手

踊
り（
大
踊
り
）、「
い
り
は
」以
下
は
永
井
踊
り（
小

踊
り
）
と
も
い
わ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
字
で
盛
ん

に
踊
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
昔
は
伝
承
さ
れ
て
き
た

歌
詞
の
全
て
を
歌
っ
て
い
た
た
め
、
現
在
よ
り
も

遥
か
に
長
い
時
間
を
踊
っ
て
い
ま
し
た
が
、
美
し

い
け
れ
ど
も
単
調
な
動
作
が
続
く
の
で
、
現
代
人

の
時
間
感
覚
に
は
な
か
な
か
合
わ
な
く
な
り
、
繰

り
返
し
を
減
ら
し
て
短
縮
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ば
か
踊
り
は
、
大
踊
の
儀
式
め
い
た
雰
囲
気
は

な
く
、
娯
楽
性
が
あ
る
の
で
多
く
の
人
々
が
参
加

で
き
ま
す
。
西
川
の
ば
か
踊
り
の
最
大
の
特
徴
は

輪
に
な
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
が
横
列
に
な
っ
て
踊
る

と
こ
ろ
で
す
。
盆
踊
り
と
い
え
ば
輪
踊
り
と
思
わ

れ
が
ち
で
す
が
、
行
列
の
イ
メ
ー
ジ
を
掻
き
立
て

る
点
で
独
特
の
も
の
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
踊
り

の
振
り
と
し
て
は
特
に
奇
抜
な
も
の
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
最
も
難
し
い
も
の
と
し
て
「
追
い
分
け
」

が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
何
度
も
扇
を
斜
め
交
差
さ
せ

な
が
ら
廻
る
踊
り
で
、
と
て
も
優
雅
で
す
。
こ
の

斜
め
交
差
の
動
き
は
「
高
い
山
」
な
ど
に
も
見
ら

れ
ま
す
。
音
頭
取
り
は
大
谷
芳
史
さ
ん
と
今
西
久

子
さ
ん
で
す
。

西川（大字重里）の世帯数 87、人口 165 

写真と絵と聞き書きで知る○西川の盆踊り

西川

西川の盆踊り（佐古金一撮影）

⑨

に

し
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十
津
川
村
の
南
西
部
に
位
置
す
る
西
川
区
に
は
、

二
つ
の
川
す
な
わ
ち
西
川
と
上
湯
川
が
あ
っ
て
、

そ
れ
ら
が
合
流
し
て
十
津
川
へ
と
流
れ
込
み
ま
す
。

迫
西
川
の
流
域
に
は
八
つ
の
大
字
が
あ
り
、
川
沿

い
の
国
道
四
二
五
号
線
の
峠
を
越
え
る
と
和
歌
山

県
龍
神
村
に
入
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
他
方
、
上
湯
川

の
流
域
に
は
二
大
字
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
が

出
谷
で
す
。
川
沿
い
の
県
道
は
そ
の
先
で
峠
を
越

え
、
こ
れ
も
龍
神
村
へ
と
繋
が
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
二
つ
の
峠
を
通
る
車
は
あ
ま
り
な
い
と
い
わ
れ

る
ほ
ど
の
難
所
で
も
あ
り
ま
す
。
四
二
五
号
線
の

峠
を
牛
廻
越
、
県
道
の
峠
を
引
牛
越
と
い
い
ま
す
。

牛
と
と
も
に
峻
険
な
峠
を
越
え
て
い
た
昔
の
人
々

の
労
苦
が
偲
ば
れ
る
地
名
で
す
。
出
谷
の
人
口
は

西
川
区
で
は
重
里
に
次
い
で
お
り
、
こ
の
二
ヶ
所

で
盆
踊
り
が
開
催
さ
れ
て
い
る
の
は
、
住
民
の
多

さ
と
多
少
関
係
が
あ
る
よ
う
で
す
。

　

出
谷
の
盆
踊
り
は
八
月
一
三
日
に
開
催
さ
れ
ま

す
が
、
昔
は
広
い
敷
地
の
あ
る
人
の
家
々
を
回
っ
て

踊
っ
て
い
た
と
の
こ
と
で
す
。
一
時
期
に
一
五
日
に

な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
西
川
区
と
踊
り
手
の

取
り
合
い
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
一
三
日
に
戻
さ
れ

ま
し
た
。
一
三
日
出
谷
、
一
四
日
平
谷
、
一
五
日
西

川
と
い
う
順
番
が
今
で
は
定
着
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
言
い
伝
え
で
す
が
、
西
川
の
大
踊
は
出
谷
か
ら
教

わ
っ
た
と
い
う
話
が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
つ
い

て
は
西
川
区
の
人
も
承
知
し
て
い
る
よ
う
で
す
が
、

は
っ
き
り
と
し
た
証
拠
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
在
で
は

西
川
区
が
大
踊
の
本
場
と
思
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
か

つ
て
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
分
布
が
十
津
川
村
に
は

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
確
か
に
、
出
谷
の
盆
踊

り
は
豊
か
な
伝
統
を
も
っ
て
い
て
、二
〇
〇
三
年（
平

成
一
五
）
に
収
録
さ
れ
た
動
画
で
は
三
八
曲
が
収
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
も
各
曲
を
誰
が
踊
る
の
か
と

い
う
こ
と
は
予
め
決
め
て
お
ら
ず
、
収
録
当
日
に
保

存
会
長
か
ら
伝
え
ら
れ
た
の
で
す
。
い
か
に
出
谷
の

人
々
が
真
剣
に
練
習
し
、
伝
承
し
よ
う
と
し
て
い
た

か
と
い
う
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

出
谷
の
盆
踊
り
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
は
「
川
堀
り

節
」「
出
谷
筏
節
」「
高
い
山
音
頭
」「
有
田
口
説
」

「
草
津
節
」「
や
と
や
」
な
ど
の
ば
か
踊
り
が
中
心

で
、
大
踊
は
現
在
で
は
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ

の
う
ち
「
木
曽
節
「
よ
さ
れ
節
」「
福
知
山
音
頭
」

「
三
朝
音
頭
」「
鹿
児
島
小
原
節
」「
東
京
音
頭
」
が

手
踊
り
で
、
他
は
全
て
二
枚
扇
で
踊
ら
れ
ま
す
。

踊
り
の
特
徴
と
し
て
、
扇
を
裏
返
し
て
合
わ
せ
る
、

片
方
の
扇
を
斜
め
前
に
他
方
を
斜
め
後
ろ
に
振
る
、

動
き
を
完
全
に
止
め
る
、
と
い
っ
た
点
が
挙
げ
ら

れ
ま
す
。「
川
堀
り
節
」「
出
谷
筏
節
」「
高
い
山
音

頭
」
に
典
型
的
に
現
れ
て
い
ま
す
。
比
較
的
単
純

な
振
り
の
パ
タ
ー
ン
を
組
み
合
わ
せ
て
四
〇
近
い

踊
り
を
作
っ
て
い
る
の
で
、
似
て
い
る
も
の
も
多

く
あ
り
ま
す
。「
有
田
口
説
」
で
は
一
枚
の
扇
を
裏

返
す
動
作
が
美
し
く
、「
磯
節
」
で
は
扇
を
上
に
掲

げ
て
華
や
か
な
印
象
を
も
た
ら
し
ま
す
。「
お
い
と

こ
」
で
は
扇
を
重
ね
て
斜
め
に
打
ち
お
ろ
す
よ
う

な
仕
草
で
、
十
津
川
で
は
珍
し
い
動
き
で
す
。「
茶

屋
の
婆
さ
の
さ
の
さ
」「
お
ろ
り
節
」
で
は
止
ま
る

動
作
が
効
果
的
で
す
。
手
踊
り
で
は
、「
福
知
山
音

頭
」
が
複
雑
で
味
わ
い
が
あ
り
、
本
家
・
福
知
山

の
踊
り
か
ら
は
か
な
り
変
容
し
て
い
ま
す
。

　

豊
か
な
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
誇
る
出
谷
の
盆
踊
り

で
す
が
、
順
調
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
と
い
う
訳
で

は
な
く
、
途
中
で
廃
絶
の
危
機
に
あ
り
ま
し
た
。

民
俗
芸
能
の
継
承
に
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
理
解
や

参
加
が
必
要
で
す
が
、
時
に
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
が
い

て
、
発
展
に
大
き
な
貢
献
を
し
ま
す
。
衰
退
傾
向

の
出
谷
の
盆
踊
り
を
救
っ
た
の
は
千
葉
孝
さ
ん（
平

成
一
九
年
歿
）
で
す
。
千
葉
さ
ん
は
元
は
筏
師
で
、

の
ち
に
村
会
議
員
を
務
め
ま
し
た
。
字
の
方
の
証

言
に
よ
る
と
一
九
六
〇
年
代
に
は
盆
踊
り
は
や
っ

て
い
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
す
が
、
音
頭
取
り
で

踊
り
が
大
好
き
な
千
葉
さ
ん
が
子
ど
も
た
ち
に
教

え
始
め
て
復
活
の
の
ろ
し
を
あ
げ
た
そ
う
で
す
。

特
に
大
き
な
転
換
期
と
な
っ
た
の
が
一
九
八
八
年

（
昭
和
六
三
）
の
奈
良
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
博
覧
会
に
招

聘
さ
れ
た
こ
と
で
、
そ
れ
以
後
、
と
り
わ
け
熱
心

に
な
り
ま
し
た
。
千
葉
さ
ん
の
尽
力
で
一
九
九
八

年
（
平
成
一
〇
）
に
は
「
川
堀
り
節
」
と
「
出
谷

筏
節
」
が
村
指
定
の
無
形
文
化
財
と
な
り
ま
し
た
。

音
頭
取
り
の
養
成
が
急
務
で
、
継
承
者
が
出
る
ま

で
は
平
谷
の
音
頭
取
り
で
あ
る
佐
古
金
一
さ
ん
に

本
番
で
の
音
頭
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

出谷の世帯数 58、人口 110

写真と絵と聞き書きで知る○出谷の盆踊り

出谷

出谷の盆踊り（田花三厳撮影）

⑩

で

だ

に
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復
元

盆
踊
り
の
担
い
手

文
／
大
谷
芳
史
（
西
川
大
踊
保
存
会
長
）

文
／
中
川
眞

　私が西川大踊保存会に平成 15 年頃に入会したとき、踊りを憶えるために先輩会員の

方から２本のビデオテープをいただきました。１本は盆踊り本番の様子を撮影したもの

で、もう１本は初代会長（玉置道雄氏）が大踊を踊っているものです。それらを見なが

ら少しずつ練習をしました。そんな時、大踊を撮影したテープに、見たことのない踊り

が映っていました。1987 年に大阪大学の調査班によって撮影されたものです。歌本で

確認すると、いまは踊られていない大踊だったのです。好奇心から私はそれらも一緒に

憶えました。その時は、その踊りをどうするか全く考えていませんでした。ただ「踊っ

てみたい」との気持ちだけだったのです。それからのち、2014 年に滋賀県で開催され

た民俗芸能大会に、奈良県代表として当保存会が出演することとなりました。周りの方々

の後押しや協力により廃絶曲の一つ「かまくら」を上演、それから以後は、毎年地元の

盆踊りで踊っています。大踊といわれる古い踊りは、歌が難しく、動作も複雑で憶える

のに時間がかかります。また賑やかなテンポではないのでパッと見た目の面白みに欠け

ます。しかし大変美しい踊りです。可能な限り踊り続けたいと思います。今後、いかに

して伝えていくかという課題に取り組んでゆきたいと思っています。

　地域の民俗芸能は、ある程度の人口ボリュームがないと衰退する可能性があります。

必ずしも地域の住民全員が芸能に関心があり、演じたり継承に関わったりするわけでは

ないからです。これまで十津川では保存会をつくったり、子どもに教えたり、役場が道

具の支援をしたりと様々な方策が講じられてきましたが、衰退傾向は続いてきました。

小学校が合併したせいで、個別の字の踊りを教えることも難しくなり、いわば万策が尽

きた状態だといえます。実を言えば日本中でこういう問題が起こっており、十津川だけ

ではありません。しかし芸能の継承を「地域」という枠組みから外すと、小さな光が見

えてくるような気がします。

　例をあげますと、大字武蔵に毎夏に通っていた人たちが 2012 年に大阪市内で月に１

回の稽古を始めました。指導は西宮市在住の武蔵出身者にお願いしました。夏に盆踊り

に参加するだけではなかなか憶えられないので、通年で練習したいという素朴な願いで

始められたのです。盆踊りに魅せられた人たちからの発案です。このメンバーが中心と

なって知り合いを引き連れ、夏には 30 〜 50 人の規模で盆踊りに参加するに至っていま

す。字からも歓迎されており、とうとう 2019 年に開催された地域伝統芸能全国大会では、

保存会の方々に混ざってメンバー有志が踊りを披露するという一幕もありました。もち

ろん芸能の担い手の中心は地元の方々ですが、地縁のない都市の人々もまた芸能の持続

的な継承を支える一つのパートになり得るのではないかと思ったりするのです。

　京都市でも 2019 年より大字小原の踊りの稽古の準備が始まり（コロナのために休止）、

奈良市では 2021 年に西川地区の踊りの稽古が定期的に始まりました。特定の地域の芸

能を別の地域の人々が（全面的に、あるいは部分的に）担うという現象は、近年、各地

で見られるのです。東北地方の中野七頭舞や鬼剣舞といった人気のある芸能のみならず、

様々な地域において広がりを見せています。そうなると郷土芸能とはいったい何なのか、

という問いに直面するでしょう。地域の中だけでもっていたものとは別の新たな意味が

つけ加わっていきます。コミュニティが消滅しても芸能だけが残る可能性もあるのです。

私はそれをポジティブに考えているのですが、皆さんはいかがでしょうか？

　

大
踊
の
と
き
に
、
灯
籠
を
吊
る
し
た
笹
竹
が
踊
り
を
囲

む
よ
う
に
登
場
し
ま
す
。
昔
は
灯
籠
の
中
に
蝋
燭
を
立
て
、

直
火
で
踊
り
に
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
踊
り
の
最
後
の
場

面
で
激
し
く
動
く
た
め
に
籠
面
の
紙
に
火
が
つ
き
、
燃
え

て
い
た
そ
う
で
す
。
し
か
し
近
年
で
は
蝋
燭
を
入
れ
な
い

の
で
燃
え
ま
せ
ん
。
少
し
ず
つ
補
修
し
て
使
っ
て
い
ま

す
。
従
っ
て
、
灯
籠
を
作
る
技
術
が
徐
々
に
失
わ
れ
て
し

ま
う
危
惧
が
あ
る
と
の
こ
と
で
、
小
原
で
は
技
術
の
伝
承

に
注
力
し
て
い
ま
す
。
小
原
の
指
示
書
に
よ
れ
ば
、
基
本

材
料
は
杉
板
（
柾ま
さ

目め

板い
た

）
と
竹
で
す
。
杉
板
は
樹
齢
八
〇

〜
一
〇
〇
年
の
も
の
を
、
竹
は
三
年
も
の
を
使
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
樹
木
を
伐
る
の
は
九
月
か
ら
一
二
月
の
闇
夜
に

限
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
闇
夜
に
伐
る
と
虫
に
食
わ
れ
な

い
と
い
う
言
い
伝
え
が
昔
か
ら
あ
る
か
ら
で
す
。
組
み
立

て
に
は
釘
、
ボ
ン
ド
な
ど
が
用
い
ら
れ
、
彩
色
紙
や
色
セ

ロ
フ
ァ
ン
な
ど
が
貼
り
つ
け
ら
れ
ま
す
。
お
盆
の
時
節
に
、

先
祖
の
霊
を
迎
え
る
た
め
の
切
子
灯
籠
を
家
の
軒
先
に
吊

る
地
方
が
多
く
あ
り
ま
す
が
、
十
津
川
の
盆
踊
り
の
灯
籠

も
同
様
の
意
味
合
い
を
も
っ
て
い
ま
す
。

　
「
あ
ま
り
長
い
の
も　

踊
り
か
ね
見
か
ね　

こ
こ
で
き

り
ゃ
げ
て　

し
な
か
え
ろ
ら
」（
折
立
）。
こ
れ
と
似
た
よ

う
な
歌
詞
が
、
全
て
の
字
で
歌
わ
れ
ま
す
。「
あ
ま
り
こ
の

踊
り
を
長
く
や
っ
て
る
と
、
疲
れ
て
踊
れ
な
く
な
る
し
、

見
る
の
も
つ
ら
く
な
る
か
ら
、
こ
こ
で
終
わ
り
に
し
て
、

踊
り
を
変
え
よ
う
」
と
い
う
意
味
で
す
。
ば
か
踊
り
の
最

後
に
歌
わ
れ
ま
す
。
音
頭
取
り
か
ら
踊
り
手
に
対
し
て
、

こ
の
踊
り
は
こ
こ
で
止
め
ま
す
よ
と
い
う
合
図
が
出
さ
れ

る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
歌
詞
を
歌
い
終
わ
る
と
踊

り
は
ピ
タ
ッ
と
止
ま
り
ま
す
。
こ
こ
で
い
う
「
し
な
」
は

踊
り
そ
の
も
の
を
指
し
ま
す
が
、
別
の
意
味
で
も
登
場
し

ま
す
。「
踊
り
よ
踊
る
な
ら　
し
な
よ
く
踊
れ
よ　
し
な
の

よ
い
の
は　

よ
め
に
と
る
」（
湯
之
原
）。
こ
の
「
し
な
よ

く
」
に
注
目
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
十
津
川
の
踊

り
の
美
的
価
値
を
表
す
言
葉
で
す
。
上
手
な
人
を
評
す
る

の
に
「
あ
の
人
は
上
手
い
」
と
は
い
わ
ず
、「
し
な
が
い
い
」

と
い
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
「
エ
レ
ガ
ン
ト
な
」
と
か
「
流

れ
る
よ
う
に
」
な
ど
と
い
っ
た
踊
り
の
理
想
像
が
イ
メ
ー

ジ
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
で
は
具
体
的
に
そ
れ
を
分
析

し
て
指
し
示
す
の
は
と
て
も
困
難
で
す
。
ま
さ
に
直
感
で

し
か
把
握
で
き
な
い
世
界
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

舞
扇
を
巧
み
に
操
る
こ
と
、
そ
し
て
踊
り
の
種
類
の
多

い
こ
と
が
、
十
津
川
の
ば
か
踊
り
（
扇
踊
り
）
の
特
徴
と

い
え
ま
す
。
扇
は
親
指
、
人
差
し
指
、
中
指
の
三
つ
の
指

で
つ
ま
む
よ
う
に
持
ち
ま
す
。
そ
れ
を
持
ち
上
げ
、
表
に

し
た
り
裏
に
返
し
た
り
、
合
わ
せ
た
り
し
ま
す
。
十
津
川

の
人
は
扇
を
「
振
る
」
と
い
い
ま
す
が
、
達
人
が
振
る
と
、

ま
る
で
蝶
々
が
上
へ
下
へ
と
飛
び
回
っ
て
い
る
よ
う
な
華

や
か
な
印
象
を
受
け
ま
す
。
踊
り
を
習
う
と
き
は
、
ど
う

し
て
も
扇
を
う
ま
く
使
い
た
く
な
り
ま
す
が
、
ま
ず
は
足

を
合
わ
せ
な
さ
い
と
い
わ
れ
ま
す
。
足
が
合
っ
て
い
れ
ば

扇
は
勝
手
に
合
う
か
ら
と
。
な
か
な
か
う
ま
く
い
き
ま
せ

ん
が
、
あ
る
程
度
踊
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
な
る
ほ
ど
足

に
合
わ
せ
て
扇
が
勝
手
に
動
く
と
い
う
感
覚
が
生
ま
れ
て

き
ま
す
。
二
〜
三
曲
を
完
全
に
お
ぼ
え
る
と
、
あ
と
は
割

と
楽
に
踊
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
字
で
使
わ
れ
る

踊
り
の
パ
タ
ー
ン
（
四
〜
六
拍
単
位
）
は
限
ら
れ
て
お
り
、

そ
れ
ら
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
個
々
の
踊
り
が
成
立
し

て
い
る
か
ら
で
す
。
踊
っ
て
い
て
奇
妙
な
感
覚
に
な
る
の

は
、
必
ず
し
も
歌
の
周
期
と
は
合
致
し
な
い
こ
と
で
す
。

ま
た
、
西
川
で
は
必
ず
右
足
か
ら
踊
り
始
め
る
と
い
っ
た

ル
ー
ル
も
あ
り
ま
す
。
名
称
は
ば
か
踊
り
で
す
が
、
と
て

も
奥
深
い
踊
り
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

踊
り
と
舞
扇

灯 

籠

し 

な

大
盛
り

こ
れ
を
知
っ
て
い
る
と
ま
す
ま
す
楽
し
い

盆
踊
り   

　 

一
口
メ
モ

文
／
中
川
眞

武蔵
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地区それぞれ　
　子どもたちへの伝承

文／土井麻利江

　平谷地区では、餅つき踊りが村の無形文化財に指定されており、小学校での学習発表会

に向けた練習を中心に子供達への伝承が行われています。餅つき踊りは供養の踊りである

大踊りとは異なり、家を建てる時や結婚式、遷宮などおめでたい場面で踊られてきました。

発表会以外では平谷地区の福山神社で毎年行われるお祭りで奉納踊りとしても舞う他、盆踊

りの時にも踊られます。餅つき踊りは餅つき棒の踊り、いかきとおけの踊り、扇踊り、の 3

種類の踊りがあり、主に中央の桶、いかき、餅搗き棒の踊りを子供達が担っています。

　西川地区で、西川郷土芸能の入門編として子供達が最初に触れるのが和歌山県龍神村か

ら伝わった獅子神楽です。盆踊り練習の前に獅子神楽の練習を行い、毎年、地元の川合神

社の例大祭の日に獅子神楽を披露します。獅子神楽をきっかけに伝統芸能に親しみ、将来

盆踊りの担い手となっていって欲しいという想いもあります。大人でも重く感じる獅子舞

の頭を抱えながらの激しい動きに苦戦しながらも、熱心な子は年下の子に教えるという場

面も見られます。現在の獅子神楽は、肩車や、側転といった動きが取り入れられ、龍神村

から伝わってきた当初とは形を変えながら伝えられてきています。

　出谷地区では村の無形文化財に指定されている「筏節」を盆踊り本番や、学習

発表会に向けて練習したり、天一神社のお祭りで奉納する伊勢音頭や餅つき踊り

などを子供達に伝えています。お祭りの時には出谷の子供達に加え、上湯川の子

供達も混じって踊り、お揃いのはっぴを着て大人の真似をしながら踊ります。出

谷の「筏節」は簡単な振り付けなので、パターンを覚えてしまえば早いですが、

扇をただ振るのではなく、扇を綺麗にみせ、表現するとなると苦戦する子供も多

いと言います。

獅子神楽（大谷淳子撮影）

盆
踊
り
の
未
来
に
つ
い
て

文
／
久
保
田
裕
道 （
東
京
文
化
財
研
究
所
無
形
文
化
遺
産
部 

無
形
民
俗
文
化
財
研
究
室
長
）

　
お
盆
の
頃
に
な
る
と
、
民
俗
芸
能
を
見
に
出
か

け
て
い
る
。
近
頃
は
ど
こ
へ
行
っ
て
も
御
多
分
に

漏
れ
ず
、
厳
し
い
状
況
に
あ
る
と
い
う
話
ば
か
り

だ
。
踊
り
が
あ
る
と
思
っ
て
訪
ね
た
ら
、
今
年
か

ら
や
め
た
と
聞
か
さ
れ
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。

　
そ
れ
で
も
が
ん
ば
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
、
た
く

さ
ん
あ
る
。
北
東
北
の
ナ
ニ
ャ
ド
ヤ
ラ
と
い
う
不

思
議
な
名
の
盆
踊
り
は
、
八
月
下
旬
が
シ
ー
ズ
ン

に
な
る
。地
区
ご
と
に
日
を
ず
ら
し
て
踊
る
の
で
、

中
に
は
毎
日
の
よ
う
に
渡
り
歩
く
者
ま
で
い
る
。

な
ぜ
そ
ん
な
に
熱
中
す
る
の
か
と
い
え
ば
、
ど
こ

の
盆
踊
り
で
も
ク
ジ
が
貰
え
る
の
だ
。
踊
り
が
終

わ
れ
ば
抽
選
会
と
な
り
、
時
に
テ
レ
ビ
や
自
転
車

が
当
た
っ
た
と
い
う
。
私
も
洗
剤
を
頂
い
た
こ
と

が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
賞
品
目
当
て
と
い
う
ば
か
り

で
は
な
い
。
踊
り
そ
の
も
の
に
も
魅
力
が
あ
る
の

だ
。あ
る
町
で
は
、「
北
奥
羽
ナ
ニ
ャ
ド
ヤ
ラ
大
会
」

が
開
催
さ
れ
、
こ
の
盆
踊
り
を
踊
る
た
め
に
千
人

の
踊
り
手
、
八
千
人
の
観
客
が
押
し
寄
せ
る
。

　

東
北
で
ま
た
有
名
な
の
が
、「
さ
ん
さ
踊
り
」

だ
ろ
う
。
八
月
に
な
る
と
、
岩
手
県
各
地
で
踊
ら

れ
る
。
本
来
は
村
ご
と
の
踊
り
だ
っ
た
の
が
、
盛

岡
で
一
大
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
開
催
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、観
光
の
目
玉
と
さ
れ
た
。本
来
は
村
に
よ
っ

て
異
な
っ
て
い
た
踊
り
も
、「
統
一
さ
ん
さ
」
と

し
て
共
通
化
が
図
ら
れ
た
。
け
れ
ど
も
、
皆
、
自

分
の
村
の
踊
り
を
忘
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
地
元

で
は
地
元
の
踊
り
、
イ
ベ
ン
ト
で
は
統
一
の
踊
り

で
盛
り
上
が
る
、そ
ん
な
使
い
分
け
を
し
て
い
る
。

　
東
北
と
い
う
離
れ
た
場
所
の
話
を
し
た
が
、
十

津
川
の
盆
踊
り
を
未
来
に
継
承
す
る
上
で
も
参
考

に
な
る
話
で
は
な
い
か
と
思
う
。
何
も
真
似
を
す

る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
い
ろ
い
ろ
な
ア
イ
デ

ア
を
出
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
な
の
だ
。

　
も
う
一
つ
例
を
挙
げ
た
い
。
岡
山
県
で
盆
踊
り

を
調
査
し
た
と
き
の
こ
と
。
ご
年
配
の
方
に
踊
っ

て
い
た
だ
い
て
驚
い
た
。
現
在
の
踊
り
と
同
じ
曲

な
の
に
、
と
て
も
優
雅
に
見
え
る
。
ど
う
も
曲
の

テ
ン
ポ
が
今
よ
り
ゆ
っ
く
り
で
、
動
作
の
止
め
が

し
っ
か
り
し
て
、
手
は
指
先
ま
で
も
が
美
し
い
。

伝
統
的
な
美
し
さ
と
い
う
の
も
、
未
来
に
残
す
べ

き
遺
産
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ

た
。

十津川村教育委員会提供
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Q 

子
供
の
こ
ろ
の
盆
踊
り
の
思
い
出

に
つ
い
て
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

三
日
三
晩
踊
れ
て
嬉
し
か
っ
た

と
し
か
覚
え
て
な
い
な
あ
。

Q 

村
を
出
て
い
っ
た
人
も
盆
踊
り
に

は
戻
っ
て
き
ま
す
ね
。

　

外
に
出
て
い
っ
て
、
年
寄
り
は

死
ん
で
い
っ
て
、
風
景
も
変
わ
っ

て
い
く
け
ど
、
盆
踊
り
は
変
わ
ら

ん
。
盆
踊
り
の
歌
き
く
と
地
元
の

風
景
が
思
い
浮
か
ぶ
。
故
郷
の
風

景
の
歌
な
ん
や
な
。
村
か
ら
出

て
っ
た
人
の
中
に
は
そ
う
い
う
思

い
で
盆
踊
り
を
見
て
る
人
も
お
る

ん
と
ち
ゃ
う
か
な
。

Q 

十
津
川
の
盆
踊
り
そ
れ
ぞ
れ
の
地

区
で
違
い
ま
す
よ
ね

　

ふ
だ
ん
は
山
で
働
い
て
、
一
生

懸
命
山
に
這
い
つ
く
ば
っ
て
働
い

て
。
霊
が
帰
っ
て
き
て
骨
休
み
で

飲
ん
で
騒
い
で
。
盆
は
踊
っ
て
一

年
に
一
回
発
散
す
る
。
盆
踊
り
は

輪
に
入
っ
て
な
ん
ぼ
。
見
と
る
だ

け
や
っ
た
ら
あ
ん
な
に
退
屈
な
も

の
は
な
い
。

Q 

コ
ロ
ナ
の
影
響
で
今
年
の
十
津
川

盆
踊
り
は
中
止
に
な
り
ま
し
た
が
…

　

コ
ロ
ナ
に
な
っ
て
ま
た
新
た
な

時
代
が
で
き
る
よ
う
な
感
じ
が
す

る
。
自
分
で
何
か
創
り
出
す
こ
と

が
楽
し
い
と
い
う
か
。
昔
み
た
い

な
、
東
京
に
お
ら
な
商
売
で
き
ん

で
み
た
い
な
時
代
じ
ゃ
な
く
な
っ

て
、
心
の
時
代
に
な
っ
て
い
く
節

目
に
な
る
と
思
う
。
盆
踊
り
み
た

い
に
、
自
然
と
と
も
に
、
土
地
と

と
も
に
汗
か
く
の
が
い
い
ん
や
。

自
分
ら
の
時
は
東
京
で
文
化
が
で

き
て
き
た
け
ど
、
い
ま
は
地
方
の

良
さ
が
も
う
一
回
見
直
さ
れ
て
、

自
然
と
の
関
わ
り
方
と
か
地
域
特

有
の
良
さ
と
か
か
ら
新
た
な
文
化

が
生
ま
れ
て
く
る
。
そ
ん
な
サ
イ

ク
ル
で
世
の
中
回
っ
と
る
ん
ち
ゃ

う
か
な
。
コ
ロ
ナ
で
自
然
の
中
で

過
ご
す
と
か
、
人
が
お
ら
ん
と
こ

ろ
に
い
っ
て
、
周
り
の
人
に
気
遣

い
し
な
が
ら
生
き
る
み
た
い
な
そ

ん
な
時
代
に
き
と
る
ん
か
な
。

Q 

村
の
人
に
と
っ
て
盆
踊
り
と
は
何

な
ん
で
し
ょ
う
。

　

今
は
ど
ん
底
や
ん
か
。
で
も
こ

れ
か
ら
高
齢
化
も
止
ま
っ
て
、
新

し
い
も
の
が
出
て
き
て
、
潰
れ
る

こ
と
は
な
い
と
思
う
。
山
も
歴
史

も
繰
り
返
し
や
。
山
は
増
え
る
。

崩
壊
す
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
。
幕
末

か
ら
新
た
な
時
代
に
な
る
と
き
み

た
い
に
。
人
が
潰
れ
て
ゼ
ロ
に
な

る
ん
じ
ゃ
な
く
て
繰
り
返
し
て
い

く
ん
ち
ゃ
う
ん
か
な
。
そ
ん
な
中

で
い
ろ
ん
な
芸
術
と
か
伝
統
芸
能

と
か
が
で
き
て
い
く
。
い
ま
十
津

川
で
残
っ
て
る
盆
踊
り
を
見
て
て

も
、
復
活
と
か
継
続
と
か
が
繰
り

返
さ
れ
て
る
。

Q 

盆
踊
り
が
残
っ
て
い
く
た
め
の
秘

訣
は
何
で
し
ょ
う
か
。

　

一
番
は
ど
う
し
て
も
好
き
な
や

つ
が
お
る
と
い
う
こ
と
や
な
。
好

き
で
踊
っ
と
る
さ
か
い
、
そ
れ
に

共
感
し
て
、
あ
あ
い
い
な
あ
と
周

り
も
自
然
に
思
う
。
親
父
が
踊
っ

て
て
俺
も
踊
ろ
う
と
か
繋
が
っ
て

い
く
ん
や
ろ
う
な
。
そ
う
い
う
人

ら
が
一
生
懸
命
や
り
よ
る
さ
か

い
、
こ
れ
は
つ
ぶ
せ
れ
ん
な
っ
て

周
り
も
思
う
し
。
そ
し
た
ら
村
ん

な
か
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
村
外
の
人

に
も
広
が
っ
て
、
人
が
つ
い
て
く

る
。

Q 

観
光
資
源
と
し
て
の
盆
踊
り
も
あ

り
ま
す
ね

　

知
ら
ん
人
が
来
た
ら
「
ま
あ
一

杯
飲
め
よ
」
と
か
言
っ
て
地
元
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
引
き
込
ん
で

い
く
。
そ
う
い
う
人
同
士
の
つ
な

が
り
が
楽
し
い
な
。
伝
統
を
引
き

継
い
で
い
こ
う
と
い
う
環
境
じ
た

い
が
、
外
の
人
が
来
た
と
き
に
勝

手
に
感
じ
ら
れ
る
。
地
元
の
中
に

入
っ
て
い
っ
て
そ
の
中
で
培
わ
れ

て
い
く
雰
囲
気
ま
で
作
る
こ
と
が

観
光
か
な
と
思
う
。
山
も
人
が
手

入
れ
せ
ん
か
っ
た
ら
、
く
す
ん
で

い
く
や
ろ
。
地
元
が
一
生
懸
命

や
っ
て
る
姿
を
見
て
も
ら
う
、
そ

れ
が
観
光
や
と
思
う
。

Q
：
今
後
の
十
津
川
は
ど
う
な
る
で

し
ょ
う
ね
。

　
「
先
人
の
生
き
ざ
ま
に
惚
れ
な

お
し
し
よ
う
や
」
と
い
う
の
を

言
っ
て
る
。
先
人
は
も
っ
と
苦

し
い
思
い
し
と
っ
た
ん
や
。
幕
末

の
京
都
の
御
所
の
護
衛
で
、
た
だ

の
山
猿
や
っ
た
の
に
石こ

く

も
ほ
と
ん

ど
な
い
の
に
、
行
く
の
に
も
出
張

費
な
ん
か
出
や
ん
か
ら
自
分
の
山

切
っ
て
、
売
っ
て
そ
れ
で
行
っ
た

ん
や
。
そ
ん
な
ん
思
う
と
当
時
の

人
ら
は
ど
ん
な
生
き
方
し
て
た
ん

や
ろ
う
な
。
十
津
川
魂
と
い
う
か

そ
う
い
う
生
き
方
が
だ
ん
だ
ん

減
っ
て
き
た
と
い
う
の
が
な
…
こ

れ
が
十
津
川
人
や
み
た
い
な
の
、

ま
た
言
っ
て
欲
し
い
わ
。
昔
は
そ

ん
な
こ
と
思
い
も
せ
ん
か
っ
た
け

ど
な
。

Q 

村
長
は
盆
踊
り
に
楽
し
そ
う
に
参

加
な
さ
っ
て
ま
す
ね
。

　

 

下
手
の
横
好
き
と
い
う
言
葉

が
一
番
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
中
学
か
ら
五
條
市

の
方
に
出
て
お
り
ま
し
た
の
で
す

が
、
お
盆
と
か
正
月
に
は
必
ず
十

津
川
に
戻
っ
て
き
ま
し
て
、
仕
事

に
つ
い
て
か
ら
も
必
ず
参
加
し
て

お
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
盆
踊

り
と
い
え
ば
出
身
の
風
屋
の
が
盆

踊
り
で
、
都
会
で
の
盆
踊
り
は
ピ

ン
と
こ
な
い
し
、
参
加
し
た
こ
と

も
な
い
で
す
ね
。
盆
と
い
え
ば
十

津
川
に
お
り
ま
し
た
か
ら
。

Q 

小
さ
い
頃
は
ど
う
で
し
た
か
。

　

 

小
学
生
の
頃
は
踊
り
の
仕
方
が

よ
う
分
か
ら
ん
か
っ
た
で
す
。
踊

れ
る
と
言
っ
た
ら
、
十
津
川
音
頭

く
ら
い
な
も
ん
で
し
た
。

Q 

盆
踊
り
が
な
く
な
る
と
淋
し
い
と

村
の
人
々
は
い
わ
れ
ま
す
が
、
盆
踊

り
は
人
々
に
と
っ
て
ど
ん
な
意
味
、

役
割
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

　

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
す
か

ね
、
村
の
基
本
っ
て
い
う
の
は
字

だ
と
思
っ
て
お
る
の
で
す
が
、
字

の
住
民
で
あ
る
、
血
の
つ
な
が
り

と
い
え
ば
大
袈
裟
か
も
し
れ
ま
せ

ん
け
れ
ど
、
そ
う
い
っ
た
地
域
の

つ
な
が
り
を
感
じ
る
場
が
盆
踊

り
だ
と
思
っ
て
ま
す
。
他
の
と
こ

ろ
に
出
て
行
っ
た
人
も
集
ま
る
ん

で
、
子
供
の
頃
、
小
学
生
時
代
で

す
ね
、
感
受
性
の
強
い
時
代
を
過

ご
し
た
仲
間
た
ち
と
の
つ
な
が
り

を
一
番
感
じ
る
タ
イ
ミ
ン
グ
だ
と

思
う
の
で
す
よ
。
長
い
時
間
を
と

も
に
過
ご
し
た
仲
間
た
ち
、
歳
の

上
と
か
下
と
か
を
含
め
た
つ
な
が

り
を
、
年
に
一
回
感
じ
ら
れ
る
の

が
盆
踊
り
。
大
人
に
な
っ
て
か
ら

は
一
杯
入
っ
て
ま
す
ん
で
涙
も
ろ

く
な
り
、
な
ぜ
か
毎
年
泣
い
て
い

る
と
い
う
次
第
で
す
（
笑
）。

Q 

村
の
人
口
の
減
少
で
盆
踊
り
の
将

来
も
不
安
で
す
が
、
何
か
対
策
は
あ

り
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

　

盆
踊
り
は
踊
り
方
が
わ
か
っ
て

な
い
と
楽
し
め
な
い
と
い
う
こ
と

が
あ
り
ま
す
ね
。
風
屋
の
方
で
も

踊
り
の
練
習
を
し
て
る
ん
で
す

が
、
教
え
る
方
も
な
か
な
か
高
齢

化
し
て
い
て
難
し
い
面
も
あ
り
ま

す
。
い
ま
先
生
方
に
踊
り
の
撮
影

を
し
て
い
た
だ
い
て
ま
す
が
、
そ

れ
を
ウ
ェ
ブ
で
も
見
れ
る
よ
う
に

し
て
、
村
内
の
人
は
も
ち
ろ
ん
、

村
外
の
方
も
十
津
川
の
H
P
な

ん
か
を
見
て
踊
り
方
を
マ
ス
タ
ー

し
て
も
ら
え
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

伊
勢
音
頭
と
か
を
ち
ゃ
ー
ん
と
踊

れ
れ
ば
楽
し
く
て
し
ょ
う
が
な
い

と
、（
ウ
ェ
ブ
だ
け
で
は
）
十
分

条
件
じ
ゃ
な
い
の
で
す
け
ど
、
踊

ら
な
い
こ
と
に
は
楽
し
め
ま
せ
ん

の
で
、
見
て
る
だ
け
で
は
ね
。
踊

り
を
マ
ス
タ
ー
す
る
た
め
の
コ
ン

テ
ン
ツ
を
充
実
さ
せ
て
い
く
、
広

げ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、
盆
踊

り
を
盛
り
上
げ
て
い
っ
た
り
、
十

津
川
へ
の
帰
属
意
識
を
高
め
て
い

く
機
会
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と

期
待
し
て
い
ま
す
。

Q 

盆
踊
り
は
村
の
人
と
外
の
人
を
つ

な
ぐ
媒
体
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
最

近
で
は
都
市
の
人
が
大
勢
や
っ
て
き

て
踊
っ
て
い
る
字
も
あ
り
ま
す
が
、

ど
う
思
わ
れ
ま
す
か
？

　

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
考
え
て
お
り
ま

す
。
十
津
川
村
の
夜
に
は
真
の

闇
っ
て
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、

そ
の
中
で
ポ
ッ
と
明
る
い
盆
踊

り
は
、
都
会
の
人
に
も
新
鮮
な
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
子
供

心
に
、
盆
踊
り
と
い
う
と
大
人
の

世
界
を
垣
間
見
る
と
い
う
か
、
妙

に
甘
酸
っ
ぱ
い
と
い
う
感
覚
を

も
っ
て
る
ん
で
す
が
、
男
女
の
出

会
い
が
あ
り
ま
し
た
ね
。
そ
れ
も

含
め
て
さ
ら
に
様
々
な
交
流
の
場

に
な
れ
ば
い
い
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。

Q 

い
ま
制
作
し
て
い
る
盆
踊
り
の

新
た
な
映
像
や
歌
詞
集
を
、
今
後
ど

の
よ
う
に
活
用
し
て
い
け
ば
い
い
で

し
ょ
う
。

　

十
津
川
テ
レ
ビ
と
い
う
媒
体
が

あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
と
連
動
で
き

ま
す
ね
。
ま
た
、
学
校
の
教
材
み

た
い
な
の
に
し
て
、
小
学
生
に
提

供
で
き
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
が
盆
踊
り
に
行
く
と

い
え
ば
、
大
人
た
ち
も
つ
い
て
き

ま
す
し
。

Q 

で
は
最
後
に
何
か
ひ
と
こ
と
お
願

い
し
ま
す
。

　

盆
踊
り
と
言
い
ま
す
と
先
祖
を

お
迎
え
す
る
の
で
す
が
、
そ
う

い
っ
た
過
去
と
現
在
さ
ら
に
は
未

来
を
一
体
化
す
る
よ
う
な
、
縦
の

つ
な
が
り
と
横
の
つ
な
が
り
両
方

が
感
じ
ら
れ
る
の
が
盆
踊
り
の
時

間
帯
だ
と
思
い
ま
す
の
で
、
大
事

に
継
承
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
し
、
そ
れ
は
村
長
と
し
て
の
責

務
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

盆
踊
り
を
語
る
（
一
）

盆
踊
り
を
語
る
（
二
）

更
谷
慈
禧
（
前
十
津
川
村
長
）　

　
聞
き
手
・
文
／
土
井
麻
利
江

小
山
手
修
造
（
十
津
川
村
長
）

　
聞
き
手
・
文
／
中
川
眞
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文／中川眞
　十津川村の盆踊りについては谷村晃編『十津川の盆踊り』（アカデミ
アミュージック、1992）、奈良県教育委員会編『奈良県の民俗芸能	奈良
県民俗芸能緊急調査報告書』全 2巻（奈良県教育委員会、2014）に詳
しい報告が掲載されています。しかし一般には届きにくく、また近年の
インバウンドの増加による新しい文化ツーリズムの隆盛のため、ある程
度のボリュームをもちながらも読みやすい解説書が求められるようにな
りました。きっかけとなったのは、平成 31年（2019）に京都市の伝統
芸能文化復元・活性化共同プログラムに採択されて盆踊り協議会を立ち
上げ、現状や継承を 10字の関係者とともに話し合ったことでした。令
和２年（2020）に新型コロナの蔓延となり盆踊りは中止となりましたが、
逆にこの機を捉えてデータベース作りに取りかかりました。サントリー
文化財団の助成金を得て 35年振りに全字での悉皆調査を実施しました。
そして令和３年度（2021）には十津川村が文化庁の「地域文化財総合
活用推進事業」に採択され、実演の撮影や歌詞集の刊行を実施しまし
た。これによって十津川の盆踊りに関するアーカイブは極めて大きなボ
リュームとなり、盆踊り関連としては第一級のものとなりました。本書
はこれらの事業から抽出された結果ともいえます。その過程では、踊り
団体はいうに及ばず、東京文化財研究所の久保田裕道氏、奈良県文化財
保存課の森本仙介氏、十津川文化協会の佐古金一氏、京都市伝統芸能アー
カイブ＆リサーチオフィスの萩原麗子氏からは多大な協力、支援をいた
だきました。ここに記して感謝の意を表したいと思います。本書が倉庫
に居座ることなく、あらゆる所で動き回り、多くの人々に刺激を与えて、
盆踊りのつつがない継続と発展につながるよう祈りたいと思います。

一部の原稿は京都市の「伝統芸能アーカイブ＆リサーチオフィス（TARO）」の平成 31年度
「伝統芸能文化復元・活性化共同プログラム」事業による成果です。

YouTube チャンネル
「奈良県無形文化遺産映像アーカイブ」開設

武蔵の盆踊り（児嶋啓輔撮影）
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