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ま
く

　国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
紙
本
捲
り
一
枚
の
「
長
谷
踊
夜
宮
図
」
は
新
出
の
洛
　
　
　
　
久
多
の
花
笠
踊
り
と
、
同
区
八
瀬
の
赦
免
地
踊
り
を
数
え
る
の
み
で
あ
る
。
近
世
の
文
献
や
画
像
資

北
灯籠
踊
り
の
絵
画
資
料
で
あ
る
。
京
都
市
左
京
区
の
岩
倉
盆
地
の
東
に
鎮
座
す
る
長
谷
（
な
が
た
　
　
　
料
か
ら
考
え
る
と
、
長
谷
八
幡
宮
に
お
い
て
も
、
室
町
時
代
の
趣
が
横
溢
し
て
い
る
盆
の
風
流
灯
籠

に
）
八
幡
宮
で
演
じ
ら
れ
て
い
る
盆
の
灯
籠
踊
り
を
描
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
現
在
、
伝
承
は
絶
　
　
　
　
踊
り
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

え
て
い
る
が
、
こ
の
灯
籠
踊
り
に
は
、
長
谷
の
集
落
の
人
々
の
み
で
な
く
、
岩
倉
と
花
園
の
村
人
も

参
加
し
た
。
灯
籠
上
の
造
り
物
と
し
て
、
水
車
、
御
座
船
、
牡
丹
、
鳥
居
と
神
社
、
梅
、
桶
に
柳
、

花
瓶な
ど
が
判
別
で
き
る
。
人
間
が
被
る
こ
と
が
果
た
し
て
可
能
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
、
台
座
の
灯

籠
部
分
が
肥
大
し
て
い
る
。
現
在
の
京
の
盆
の
芸
能
と
し
て
は
、
西
南
部
に
は
芸
能
的
六
斎
が
席
巻

し
、
東
北
部
に
は
念
仏
踊
り
や
題
目
踊
り
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
京
の
町
中
で
十
六
世
紀
ま
で
流
行

し
た
風
流
踊
り
の
流
れ
は
、
六
斎
（
中
堂
寺
・
壬
生
）
の
棒
振
り
や
今
宮
の
や
す
ら
い
花
の
う
ち
に

命脈
を
保
っ
て
い
る
。
ま
た
、
灯
籠
踊
り
の
面
影
を
と
ど
め
る
と
こ
ろ
は
、
わ
ず
か
に
京
都
の
北
、

若
狭
街
道
沿
い
（
高
野
川
沿
い
）
の
近
郷
農
村
の
村
々
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
在
で
は
左
京
区
の

0
1
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0
は
じ
め
に

　
盆
行
事
は
正
月
行
事
と
並
ん
で
最
も
さ
か
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
年
中
行
事
で
あ
り
、

全
国
的
に
多
様
な
民
俗
行
事
が
展
開
し
て
い
る
。
か
つ
て
は
旧
暦
七
月
十
五
日
、
現

在
で
は
八
月
十
五
日
を
中
心
に
、
先
祖
や
無
縁
の
霊
を
供
養
す
る
行
事
で
、
十
三
日

夕
方
頃
に
先
祖
の
霊
を
墓
な
ど
か
ら
迎
え
、
十
五
日
か
十
六
日
に
送
り
帰
す
と
い
う

伝
承
が
多
い
。
祖
霊
は
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
と
観
念
さ
れ
た
他
界
か
ら
子
孫
の
生
活
を

見
守
り
に
来
る
の
だ
と
い
わ
れ
、
子
孫
も
迎
え
方
、
も
て
な
し
方
に
気
を
配
る
。
祖

霊

に
長
居
さ
れ
な
い
よ
う
に
数
日
の
期
限
を
設
け
て
、
歓
待
と
送
り
の
儀
礼
が
あ
る
。

ま
た
、
孟
蘭
盆
に
は
火
の
行
事
が
多
い
。
火
を
用
い
て
祖
霊
や
精
霊
、
神
霊
を
送
迎

す
る
信
仰
や
、
そ
れ
に
関
わ
る
清
め
や
供
養
と
い
っ
た
、
火
の
根
源
的
機
能
に
よ
る

　
　
　
（
1
）

も
の
で
あ
る
。
各
家
で
吊
る
す
高
灯
籠
は
祖
霊
が
降
り
て
く
る
目
印
と
さ
れ
、
例
え

ば
、
京
都
五
山
の
送
り
火
（
通
称
大
文
字
焼
き
）
は
集
団
で
祖
霊
を
送
る
行
事
で
あ

る
。
藤
原
定
家
は
そ
の
日
記
『
明
月
記
』
寛
喜
二
年
（
一
二
一
二
〇
）
七
月
十
四
日
条

に
「
近
年
民
家
、
今
夜
長
き
竿
を
立
て
、
其
の
鋒
に
燈
楼
（
燈
籠
）
の
如
き
物
を
付

け
紙
を
張
る
燈
を
挙
ぐ
。
遠
近
之
れ
有
り
。
遂
年
其
の
数
多
し
。
流
星
人
魂
に
似

（2
）

た
り
。
」
と
記
し
て
い
る
。
木
の
枠
に
紙
を
張
っ
た
釣
灯
籠
を
、
竿
先
に
高
く
掲
げ

る
高
灯
籠
を
立
て
て
、
祖
霊
を
迎
え
る
習
俗
が
、
当
時
民
間
に
広
ま
り
つ
つ
あ
っ
た

様
子
が
わ
か
る
。
遠
近
の
灯
籠
が
人
魂
に
似
て
い
る
と
連
想
し
て
い
る
様
に
、
ま
さ

に
灯
り
に
先
祖
の
霊
が
依
り
遇
く
、
降
り
て
く
る
目
印
と
し
て
の
信
仰
が
広
ま
り
つ

つ
あ
っ
た
。

　
各
家
で
家
族
・
親
類
が
行
う
盆
行
事
と
と
も
に
、
村
や
町
と
い
う
共
同
体
に
よ
る

集
団
行
事
と
し
て
盆
踊
り
が
行
わ
れ
る
。
本
来
、
旧
暦
七
月
十
五
日
の
満
月
の
夜
に

祖
霊

の

歓
待
と
鎮
送
の
た
め
に
踊
ら
れ
る
慰
霊
の
芸
能
で
あ
る
。
頭
巾
や
笠
で
顔
を

隠
し
て
踊
る
土
地
で
は
、
帰
っ
て
き
た
亡
者
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
と
伝
え
て
い
る
。

現
在
で
は
輪
踊
り
（
円
陣
）
形
式
が
大
多
数
で
あ
る
が
、
阿
波
踊
り
の
よ
う
に
列
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
ぽ
と
け

作
っ
て
楽
器
を
鳴
ら
し
て
踊
り
歩
く
、
練
物
・
道
行
形
式
も
あ
る
。
村
内
の
新
仏

の

家
々
を
次
々
に
訪
れ
て
は
、
そ
の
庭
で
輪
に
な
っ
て
踊
る
、
念
仏
踊
り
形
式
の
盆

踊
り
が
先
ず
あ
り
、
輪
踊
り
は
こ
の
後
半
の
部
分
だ
け
が
独
立
し
、
拡
大
し
た
も
の

で

あ
り
、
輪
の
中
心
に
櫓
や
傘
を
立
て
る
と
こ
ろ
に
、
神
降
臨
の
依
代
と
い
う
古
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

信
仰
の
面
影
を
残
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
現
代
の
盆
踊
り
は
地
域
住
民
が
こ
ぞ
っ

て

楽
し
む
、
夏
の
夜
の
納
涼
と
楽
し
み
の
芸
能
で
あ
る
。
ま
さ
に
開
放
的
な
娯
楽
芸

能
、
地
域
社
会
の
イ
ベ
ン
ト
と
も
な
り
、
は
や
り
の
歌
謡
曲
や
そ
の
地
域
の
民
謡
な

ど
も
歌
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
全
国
津
々
浦
々
に
展
開
し
て
い
る
多
様
な
盆
踊
り
の
一
つ
と
し
て
灯
籠
踊

り
が
あ
る
。
か
つ
て
は
蝋
燭
、
現
代
は
電
灯
に
よ
る
灯
火
を
入
れ
た
風
流
灯
籠
を
頭

上

に
の
せ
、
あ
る
い
は
手
に
持
っ
て
踊
る
盆
踊
り
で
あ
る
。
照
明
具
で
あ
る
灯
籠
は

軽
量

と
照
度
を
保
つ
た
め
に
、
細
い
枠
組
と
紙
張
り
の
構
造
が
基
本
形
態
で
あ
り
、

踊
り
と
と
も
に
灯
火
が
揺
ら
め
き
、
そ
れ
が
生
み
出
す
光
と
影
に
よ
っ
て
幻
想
的
な

雰
囲
気
を
醸
し
出
す
。
現
代
で
は
想
像
す
べ
く
も
な
い
漆
黒
の
暗
闇
の
な
か
で
、
あ

る
い
は
満
月
の
月
明
か
り
の
下
で
、
花
火
登
場
以
前
の
真
夏
の
夜
の
イ
ル
ー
ジ
ョ
ン
、

光
と
色
の
風
流
と
し
て
人
気
を
博
し
た
。
灯
籠
を
頭
に
の
せ
る
と
い
う
意
外
性
、
そ

の
造
り
物
の
当
座
性
、
造
花
な
ど
の
装
飾
や
意
匠
の
趣
向
を
も
っ
て
人
々
を
魅
了
し

た
。
熊
本
県
山
鹿
市
の
女
性
が
被
く
金
灯
籠
の
よ
う
に
、
上
部
の
造
り
物
自
体
が
灯

籠
と
し
て
光
り
輝
く
と
い
う
事
例
は
、
電
球
や
電
池
と
い
う
技
術
の
普
及
以
降
の
も

　
　
　
（
4
）

の

で

あ
ろ
う
。
そ
れ
以
前
は
、
灯
籠
は
造
り
物
の
下
台
（
台
座
）
の
部
分
で
あ
り
、

上
か

ら
は
満
月
の
月
明
か
り
が
、
下
か
ら
は
台
灯
籠
が
、
主
役
の
造
り
物
を
照
ら
す

と
い
う
風
情
で
あ
っ
た
。
灯
籠
踊
り
に
使
わ
れ
る
灯
籠
は
角
形
が
多
く
、
美
し
い
模

様
や
切
り
紙
を
張
り
つ
け
た
も
の
で
、
下
に
は
幕
を
張
っ
て
、
踊
り
手
の
顔
が
隠
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
も
の
も
多
い
。
編
み
笠
や
手
拭
で
顔
を
隠
し
て
踊
っ
て
い
る

点
に
つ
い
て
、
私
は
「
個
の
抑
制
」
と
考
え
て
い
る
が
、
人
間
以
外
の
異
類
異
形
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

も
の
が
踊
っ
て
い
る
こ
と
を
象
徴
し
た
も
の
と
い
う
説
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
が
た
に

　

さ
て
、
本
稿
の
目
的
は
京
都
市
左
京
区
岩
倉
長
谷
町
の
長
谷
八
幡
宮
に
お
い
て
、

502



福原敏男［洛北における盆の風流灯籠踊り］

か

つ
て
長

谷
・
岩
倉
・
花
園
三
村
に
よ
っ
て
踊
ら
れ
た
盆
の
灯
籠
踊
り
に
つ
い
て
考

察
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
踊
り
を
描
い
た
絵
画
を
紹
介
し
、
華
や
か
な
室
町
心
が

横
溢

し
て
い
た
風
流
芸
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
検
討
し
た
い
。
そ
こ
で
、
先
ず
、
従
来

の
盆
踊
り
の
先
行
研
究
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
こ
う
。

②
盆
踊
り
研
究
の
現
在

　

盆
踊

り
の
成
立
に
関
し
て
は
、
か
つ
て
歌
垣
に
お
け
る
発
生
説
が
あ
っ
た
が
、
現

　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

在
で
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。
盆
踊
り
の
研
究
は
、
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
七
月
の

民
俗
芸
術
の
会
編
『
民
俗
芸
術
』
第
一
巻
七
号
に
「
諸
国
盆
踊
号
」
、
翌
八
月
の
八

号
に
「
続
諸
国
盆
踊
号
」
が
あ
て
ら
れ
、
急
速
に
活
発
に
な
っ
て
い
っ
た
。
現
在
の

研
究
段
階
と
し
て
、
念
仏
聖
の
始
め
た
躍
り
念
仏
に
発
生
を
求
め
る
の
が
定
説
で
あ

る
。
例
え
ば
、
本
田
安
次
は
念
仏
に
よ
る
仏
の
供
養
に
加
え
て
、
風
流
と
い
う
観
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

を
重
ね
合
わ
せ
て
理
解
す
る
必
要
性
を
説
い
た
。
ま
た
、
大
森
恵
子
の
よ
う
に
御
霊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

信
仰
を
根
底
に
し
た
念
仏
芸
能
と
し
て
の
盆
踊
り
の
側
面
を
強
調
す
る
説
も
あ
る
。

さ
ら
に
、
山
路
興
造
は
、
念
仏
聖
が
宗
教
的
法
悦
の
境
地
を
求
め
て
自
ら
躍
っ
た
躍

り
念
仏
と
、
死
者
供
養
の
た
め
に
念
仏
を
唱
え
て
踊
る
盆
踊
り
と
は
、
そ
の
精
神
に

お
い
て
ま
っ
た
く
別
の
も
の
で
あ
る
と
し
、
躍
り
念
仏
か
ら
盆
踊
り
へ
の
移
行
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

も
う
］
段
階
を
想
定
し
て
い
る
。
季
節
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
一
遍
な
ど
の
躍

り
念
仏
と
、
年
中
行
事
と
な
っ
た
盆
の
念
仏
踊
り
の
間
に
は
、
宗
教
か
ら
芸
能
へ
と

い
う
懸
隔
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
上
の
諸
説
に
対
し
、
橋
本
章
は
盆
踊
り
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

本
質
を
遊
興
と
み
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
橋
本
は
「
“
盆
踊
”
と
し
て
成
立
し
た
芸

能
そ
の
も
の
は
、
人
々
が
祖
霊
の
供
養
に
か
こ
つ
け
て
遊
興
を
求
め
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
時
点
に
お
い
て
は
既
に
、
諸
人
の
盆
踊
に
対
す
る
関
心
は
娯
楽
性
の
追
及
に
完

全

に
移
っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
論
じ
て
い
る
。
盆
踊
り
が
成
立
し
た
室

町
中
期
の
京
の
都
と
そ
の
近
郊
の
人
々
に
と
っ
て
、
す
で
に
遊
興
と
受
け
と
め
ら
れ

て

い

た
、
と
い
う
説
で
あ
る
。
こ
れ
は
受
容
者
の
心
性
の
問
題
と
関
わ
っ
て
お
り
、

整
然
と
割
り
切
っ
て
解
釈
で
き
な
い
難
し
さ
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　

室
町
中
期
以
降
の
盆
踊
り
の
展
開
過
程
を
的
確
に
論
述
し
た
の
が
和
田
修
で
あ
る
。

　
　
　

盆
踊
を
定
義
づ
け
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
広
義
に
と
ら
え
れ
ば
孟
蘭
盆
の
時

　
　

期
に
行
わ
れ
る
風
流
踊
を
さ
す
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
も
と
も
と
風
流
の

　
　

踊
り
は
盆
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
祇
園
会
に
代
表
さ
れ
る
御
霊
会
の
中
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
や
し
も
の

　
　

発
達

し
て
き
た
が
、
室
町
中
期
か
ら
拍
物
が
念
仏
と
結
び
つ
い
て
盆
に
行
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
や
し
も
の

　
　

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
芸
態
は
、
単
純
な
拍
物
か
ら
、
大
型
の
太
鼓

　
　

を
胸
に
つ
け
て
打
ち
な
が
ら
踊
る
太
鼓
踊
、
叙
情
的
な
小
歌
を
組
歌
形
式
に
し

　
　
て

用
い
る
小
歌
踊
な
ど
と
展
開
し
て
ゆ
き
、
室
町
後
期
に
は
京
都
で
将
軍
家
や

　
　
守
護
大
名
な
ど
が
張
行
す
る
大
規
模
な
風
流
の
踊
り
掛
け
が
流
行
し
、
周
辺
の

　
　
郷
村

に
伝
播
し
て
い
っ
た
。
近
世
に
入
る
と
、
都
市
で
は
老
若
男
女
が
集
ま
っ

　
　

て

手
踊
形
式
で
多
く
の
曲
を
踊
る
こ
と
が
盛
ん
に
な
り
、
町
踊
と
呼
ば
れ
た
。

　
　
歌
舞
伎
や
遊
里
な
ど
の
文
化
と
交
流
し
な
が
ら
、
次
々
と
新
し
い
形
態
が
生
み

　
　

出
さ
れ
、
そ
の
時
々
の
流
行
が
各
地
に
伝
え
ら
れ
た
。
「
盆
踊
」
と
い
う
言
葉

　
　

そ
の
も
の
は
、
集
団
手
踊
の
町
踊
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
呼
称

　
　
か

と
思
わ
れ
る
が
、
特
定
の
様
式
を
指
す
ば
か
り
で
な
く
、
盆
に
行
わ
れ
る
風

　
　
流
全
般
を
そ
う
言
い
習
わ
し
て
き
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
　
　
関
東
周
辺
か
ら
北
で
は
、
風
流
踊
の
伝
播
が
遅
か
っ
た
た
め
、
櫓
を
中
心
に

　
　
大
勢
の
男
女
が
手
踊
を
す
る
、
町
踊
形
式
の
「
盆
踊
」
が
主
流
を
な
す
が
、
そ

　
　
れ

よ
り
西
の
地
域
で
は
、
必
ず
し
も
「
盆
踊
」
と
は
呼
ば
れ
な
い
、
さ
ま
ざ
ま

　
　
な
形
態
の
盆
の
風
流
踊
が
今
な
お
混
在
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
（
中
略
）
ま
た
、

　
　
風
流
踊
は
も
と
も
と
御
霊
信
仰
に
由
来
し
、
地
区
内
の
各
所
で
踊
っ
て
、
疫
神

　
　
を
遷
却
す
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
か
ら
、
京
都
の
ヤ
ス
ラ
イ
花
を
典
型
と
し
て
、

　
　
移
動
し
な
が
ら
神
社
・
寺
・
辻
な
ど
で
踊
る
こ
と
が
多
く
行
わ
れ
て
い
る
。

　
現
代
人
が

イ
メ
ー
ジ
す
る
盆
踊
り
の
典
型
は
、
和
田
が
い
う
と
こ
ろ
の
集
団
手
踊

の

町
踊
り
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
成
立
と
展
開
に
は
、
近
世
中
期
以
降
流
行
し
た
「
盆

踊
り
口
説
き
」
と
総
称
さ
れ
る
盆
踊
り
歌
の
影
響
が
大
き
い
。
こ
の
定
着
以
降
、
芸
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態
や
踊
り
歌
が
固
定
化
し
て
し
ま
い
（
画
一
化
で
は
な
い
）
、
近
世
前
期
ま
で
の
風

流
精
神
に
溢
れ
た
盆
の
風
流
踊
り
と
は
明
確
に
一
線
が
画
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
さ
て
、
先
学
の
所
説
を
整
理
す
る
と
、
孟
蘭
盆
に
お
け
る
死
者
や
精
霊
の
供
養
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
や
し
も
の

し
て
の
踊
り
は
室
町
初
期
か
ら
姿
を
現
し
、
風
流
拍
物
（
拍
子
物
・
離
子
物
と
す

る
史
料
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
拍
物
の
表
記
を
用
い
る
）
、
念
仏
拍
物
、
念
仏
風
流

　
　
　
　
　
（
1
2
）

な
ど
と
呼
ば
れ
た
。
こ
れ
は
風
流
造
り
物
を
太
鼓
・
笛
・
鉦
・
鼓
・
輻
鼓
な
ど
の
楽

器
で
離
す
も
の
で
、
独
特
の
短
章
の
歌
が
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
難
子
に
の
っ
て
歌
わ
れ
る
。

風
流
拍
物
は
孟
蘭
盆
の
み
で
は
な
く
、
正
月
の
松
噺
子
に
も
、
御
霊
会
の
よ
う
な
初

夏
の
祭
礼
に
も
行
な
わ
れ
た
流
行
踊
り
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
盆
の
風
流
踊
り
と
し

て

席
巻
す
る
よ
う
に
な
る
。
十
五
世
紀
前
半
の
京
都
伏
見
郷
の
郷
民
に
よ
る
風
流
拍

物
を
活
写
し
た
日
記
と
し
て
、
伏
見
宮
貞
成
親
王
の
『
看
聞
日
記
』
は
あ
ま
り
に
も

有
名
で
あ
る
。
こ
の
芸
能
は
趣
向
を
凝
ら
し
た
風
流
の
造
り
物
を
曳
き
廻
り
、
そ
れ

を
離
し
な
が
ら
伏
見
宮
邸
や
互
い
の
村
々
を
掛
け
合
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

こ
の
離
子
に
念
仏
を
用
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
『
看
聞
日
記
』
永
享
三
年
（
一
四
三

一
）
七

月
の
条
を
初
見
と
し
て
、
盆
に
即
成
院
と
い
う
寺
院
で
行
わ
れ
る
異
形
風
流

の

「念
仏

躍
」
の
記
事
が
現
れ
る
。
初
め
て
、
盆
の
芸
能
に
「
念
仏
躍
」
の
語
が
使

用

さ
れ
、
翌
年
に
は
「
念
仏
拍
子
物
」
と
言
い
替
え
ら
れ
て
い
る
。
京
郊
伏
見
郷
に

お
い
て
は
、
こ
の
時
期
が
風
流
の
拍
物
と
念
仏
踊
り
系
の
踊
り
が
、
融
合
し
て
ゆ
く

過
渡
期
で
あ
っ
た
。

　

や
が

て
、
念
仏
踊
り
と
拍
物
と
が
、
小
歌
な
ど
も
取
り
込
み
つ
つ
融
合
し
て
風
流

踊

り
と
な
っ
て
ゆ
く
。
こ
れ
は
、
花
傘
（
笠
）
、
仮
装
も
含
む
拍
物
が
輪
踊
り
の
中

心

に
入
り
（
中
踊
り
）
、
そ
の
周
り
を
揃
い
の
衣
装
な
ど
で
着
飾
っ
た
踊
り
手
が
取

り
巻
い
て
踊
る
（
側
踊
り
）
輪
踊
り
で
あ
る
。
風
流
踊
り
と
は
、
こ
の
よ
う
な
形
式

の

成
立
以
降
の
名
称
で
あ
り
、
当
時
流
行
の
小
歌
を
、
テ
ー
マ
に
合
わ
せ
て
数
首
組

み
合

わ
せ
、
独
特
の
踊
り
歌
に
し
た
風
流
踊
り
歌
が
歌
わ
れ
、
即
興
歌
も
あ
っ
た
。

拍
物
や
風
流
踊
り
は
、
踊
り
手
が
居
住
す
る
村
や
町
で
踊
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、

他
所
へ
も
出
向
い
て
踊
ら
れ
た
。
踊
り
を
掛
け
ら
れ
れ
ば
そ
の
相
手
に
掛
け
返
す
、

互
い

に
掛
け
合
う
「
掛
け
踊
り
」
が
拍
物
の
基
本
形
態
で
あ
り
、
そ
れ
は
集
団
的
な

精
霊
供
養

に
も
と
つ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
『
兼
見
卿
記
』
天
正

九
年
（
一
五
八
一
）
七
月
二
十
七
日
条
に
、
洛
北
岩
倉
よ
り
の
風
流
の
返
し
（
踊
り
）

が
、
今
夜
高
野
よ
り
（
岩
倉
へ
）
罷
り
向
う
、
と
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
孟
蘭
盆
に
岩

倉
か
ら
高
野
に
盆
の
風
流
踊
り
を
仕
掛
け
、
こ
の
日
に
高
野
か
ら
岩
倉
へ
そ
の
返
し

が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
風
流
踊
り
は
応
仁
・
文
明
の
乱
が
鎮
ま
っ
た
後
の
京
都
に

お
い
て
爆
発
的
に
流
行
し
た
。
十
六
世
紀
、
特
に
天
文
年
間
（
一
五
三
二
～
五
五
）

が

最
盛
期
で
あ
り
、
七
月
十
五
日
の
孟
蘭
盆
行
事
が
済
ん
だ
後
、
町
衆
や
公
家
の
若

者
た
ち
が
グ
ル
ー
プ
を
成
し
て
、
互
い
に
掛
け
合
い
、
街
辻
で
演
じ
ら
れ
て
い
る
様

子
が
『
洛
中
洛
外
図
』
上
杉
本
や
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
甲
本
に
描
か
れ
て
い
る
。

見
物
の
主
た
る
興
味
は
風
流
の
趣
向
、
造
り
物
に
あ
っ
た
よ
う
で
、
踊
り
手
の
衣
装

や
被
り
物
、
採
り
物
に
も
、
華
麗
で
美
し
い
趣
向
を
凝
ら
し
て
踊
り
歩
い
た
。

　
灯
籠
踊
り
に
つ
い
て
叙
述
す
る
場
合
、
以
上
の
よ
う
な
拍
物
と
風
流
踊
り
の
展
開

と
と
も
に
、
公
家
を
中
心
と
す
る
孟
蘭
盆
の
贈
答
品
で
あ
る
盆
灯
籠
と
の
関
連
を
考

　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
室
町
時
代
に
は
、
盆
の
十
三
日
に
臣
下
な
ど
が
風
流
灯
籠

を
主
家
筋
に
贈
る
盆
灯
籠
の
風
習
が
み
ら
れ
、
贈
り
先
は
禁
裏
や
将
軍
家
に
集
中
し

た
。
十
四
と
十
五
日
の
両
日
に
飾
ら
れ
、
十
六
日
に
撤
収
し
た
が
、
撤
収
後
の
灯
籠

は
贈
り
主
な
ど
に
分
配
さ
れ
た
。
当
時
、
風
流
灯
籠
を
奈
良
灯
籠
と
も
称
し
た
の
は
、

奈
良
で
製
作
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
れ
ら
は
花
台
の
如
し
と
言
わ
れ
た
ほ
ど
華
麗

　
　
（
1
4
）

で

あ
っ
た
。
そ
の
灯
籠
を
さ
ら
に
他
所
に
贈
っ
た
り
、
神
仏
に
奉
献
す
る
供
養
灯
籠

と
も
い
う
べ
き
風
習
も
み
ら
れ
た
。
こ
れ
は
近
世
に
も
引
き
継
が
れ
、
『
日
次
記
事
』

に
よ
る
と
、
禁
裏
や
東
西
本
願
寺
に
お
い
て
、
贈
ら
れ
た
風
流
灯
籠
を
展
観
す
る
行

事
が

あ
り
、
十
四
と
十
五
日
に
は
庶
民
の
観
覧
を
許
し
、
多
く
の
見
物
人
で
賑
わ
っ

た
。
こ
の
ほ
か
に
、
一
般
の
町
屋
で
も
灯
籠
を
掛
け
る
風
が
生
じ
、
十
四
日
と
十
五

日
に
、
多
く
の
町
衆
が
漫
ろ
歩
い
て
市
街
の
盆
灯
籠
を
見
物
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

審
美
眼
を
持
つ
不
特
定
多
数
の
見
物
人
の
出
現
に
よ
っ
て
、
灯
籠
自
体
に
も
変
化
が

も
た
ら
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
華
麗
な
切
子
灯
籠
や
風
流
灯
籠
が
軒
先
を
飾
る
よ
う
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に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
拍
物
や
風
流
踊
り
と
灯
籠
と
の
関
係
で
い
う
と
、
風
流
造
り
物
と
し
て
灯

籠
を
造
っ
て
、
そ
れ
を
念
仏
や
踊
り
歌
で
離
し
た
事
例
も
あ
っ
た
。
『
看
聞
日
記
』

応
永
三
〇

年
（
一
四
二
三
）
七
月
十
五
日
条
に
よ
る
と
、
伏
見
の
郷
村
で
あ
る
山
村

は
朗
詠
の
心
を
表
わ
す
紅
葉
に
吊
る
し
た
灯
籠
、
船
津
は
灯
籠
仕
立
て
の
鐘
の
造
り

物

を
出
し
、
こ
れ
ら
が
「
拍
念
仏
」
の
風
流
を
構
成
し
て
い
る
。
『
言
継
卿
記
』
永

禄
一
〇
年
（
一
五
六
七
）
七
月
二
十
四
日
条
に
記
さ
れ
た
粟
田
口
の
風
流
踊
り
の
記

事
に
よ
る
と
、
一
乗
寺
の
念
仏
踊
り
に
女
房
百
人
、
男
四
、
五
〇
人
が
参
加
し
、
二

間
四
方
の
大
灯
籠
が
二
〇
基
程
持
ち
出
さ
れ
、
据
え
置
か
れ
た
。
こ
れ
は
踊
り
と
と

も
に
次
ぎ
の
場
所
へ
運
ば
れ
る
灯
籠
山
と
も
い
う
べ
き
造
り
物
で
あ
る
。

　
贈
答
習
俗
で
あ
る
風
流
灯
籠
、
神
仏
へ
の
奉
献
と
し
て
の
供
養
灯
籠
、
拍
物
に
お

け
る
風
流
造
り
物
と
し
て
の
灯
籠
、
及
び
風
流
踊
り
が
、
影
響
し
合
い
融
合
し
て
、

灯
籠
踊
り
の
登
場
と
な
っ
た
。
殊
に
孟
蘭
盆
に
お
い
て
は
、
精
霊
が
依
り
懸
く
と
信

仰
さ
れ
た
灯
籠
を
頭
に
戴
い
て
踊
る
趣
向
が
喜
ば
れ
た
。
例
え
ば
、
『
経
覚
私
要
抄
』

文
明
元
年
（
一
四
六
九
）
七
月
十
七
日
条
に
よ
る
と
、
奈
良
に
お
い
て
二
十
人
ば
か

り
が
、
桶
に
紙
を
張
っ
た
灯
炉
（
灯
籠
）
を
被
い
て
踊
り
、
同
四
年
七
月
十
六
日
条

に
よ
る
と
、
鉦
や
太
鼓
五
、
六
人
に
先
導
さ
れ
、
灯
籠
被
き
十
余
人
が
異
類
の
行
い

を
な
し
た
と
い
う
。
奈
良
で
は
「
か
つ
ぎ
灯
籠
」
（
被
き
灯
籠
）
を
念
仏
踊
り
に
用

意
す
る
記
事
は
十
五
世
紀
に
特
に
多
い
。
京
都
に
お
い
て
も
灯
籠
踊
り
は
流
行
し
、

『言
継
卿
記
』
永
禄
二
年
（
一
五
五
九
）
七
月
二
十
日
条
に
は
「
風
流
の
御
返
し
之

れ
有
り
。
（
中
略
）
築
地
杵
躍
・
若
衆
躍
二
、
西
王
母
・
唐
船
⊥
口
向
砂
入
破
三
番
、

狂
言
二
番
等
之
れ
有
り
。
燈
呂
を
頂
く
も
の
七
八
十
之
れ
有
り
」
（
読
み
下
し
文
）

と
記
さ
れ
、
掛
け
踊
り
の
返
礼
と
し
て
灯
籠
踊
り
が
好
ま
れ
た
ら
し
い
。
同
書
に
よ

る
と
永
禄
七
年
に
は
一
二
〇
人
も
の
灯
籠
踊
り
が
出
て
い
る
。

　
整
理
す
る
と
、
盆
に
灯
籠
を
公
家
間
で
贈
答
し
た
り
、
寺
社
に
奉
納
し
た
り
、
町

屋
の

軒
に
飾
る
習
俗
が
先
ず
成
立
し
て
い
た
。
ま
た
、
拍
物
と
し
て
風
流
造
り
物
の

灯
籠
を
離
す
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
が
同
時
期
に
流
行
し
て
き
た
、
十
五
～
十
六

世
紀
の
南
都
や
京
都
の
風
流
踊
り
に
お
い
て
、
そ
の
装
飾
性
、
当
座
性
、
意
外
性
、

一
回
性
と
い
う
風
流
の
美
意
識
か
ら
、
灯
籠
を
被
い
て
踊
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
蝋
燭
が
消
え
る
一
瞬
、
強
い
光
を
放
つ
よ
う
に
、
風
流
踊
り
は
慶
長
九
年
（
一
六

〇

四
）
入
月
十
五
日
の
豊
国
神
社
臨
時
祭
を
最
後
の
一
閃
の
光
芒
と
し
て
、
京
の
町

で

は
す
っ
か
り
影
を
潜
め
た
。
そ
の
風
流
踊
り
が
本
稿
で
課
題
と
し
て
い
る
洛
北
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

村
、
あ
る
い
は
西
日
本
各
地
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
山
路
興
造
は
『
京
都
府
の
民
俗
芸
能
』
に
お
い
て
、
民
俗
芸
能
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

て

伝
承
さ
れ
て
い
る
京
都
の
盆
踊
り
を
次
の
四
系
統
に
分
類
し
て
い
る
。

（
1
）
灯
籠
踊
り
な
ど
の
風
流
踊
り
系
の
踊
り

（
H
）
念
仏
や
題
目
を
唱
え
つ
つ
踊
る
宗
教
色
の
濃
い
念
仏
踊
り

（
田
）
楽
器
を
用
い
ず
に
踊
り
手
が
短
章
の
詩
型
で
即
興
的
に
思
い
を
掛
け
合
う
民

　
　
　
俗
的
な
踊
り

（
W
）
音
頭
取
り
が
歌
う
語
り
物
に
合
わ
せ
て
踊
る
口
説
き
系
の
盆
踊
り

　

こ
の
う
ち
、
（
1
）
と
（
H
）
系
統
が
比
較
的
古
く
、
（
W
）
系
統
は
近
世
中
期
に

流
行

し
た
と
す
る
。
（
皿
）
系
統
に
関
し
て
は
、
習
俗
と
し
て
の
古
風
さ
は
認
め
ら

れ

る
が
、
そ
の
盆
踊
り
歌
の
大
部
分
は
七
・
七
・
七
・
五
調
の
近
世
調
の
も
の
で
、

近
世
以
前

に
遡
及
で
き
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
（
1
）
は
十
六
世
紀
後
半
に
流
行

し
た
風
流
踊
り
と
風
流
盆
灯
籠
が
結
び
つ
い
た
結
果
生
ま
れ
た
、
近
世
の
新
し
い
流

行
芸
能
で
あ
る
と
す
る
。
本
稿
で
課
題
と
す
る
灯
籠
踊
り
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
（
1
）

に
該
当
す
る
。

③
灯
籠
踊
り
の
画
像
資
料
「
十
ニ
ケ
月
風
俗
図
」

　
室
町
時
代
末
、
京
の
禁
裏
や
公
家
衆
の
庭
に
練
り
込
み
、
あ
る
い
は
街
辻
に
お
い

て

連
綿
と
行
わ
れ
て
き
た
灯
籠
風
流
踊
り
も
、
十
七
世
紀
以
降
は
廃
れ
て
し
ま
っ
た
。

盛
時
の
京
都
の
町
に
お
け
る
灯
籠
踊
り
の
画
像
資
料
は
、
思
い
の
ほ
か
知
ら
れ
て
い

な
い
。
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本
節
に
お
い
て
、
細
密
画
と
し
て
有
名
な
山
口
蓬
春
記
念
館
蔵
の
「
十
ニ
ケ
月
風

俗

図
」
の
七
月
孟
蘭
盆
の
風
流
踊
り
の
画
像
を
、
灯
籠
踊
り
の
資
料
と
し
て
考
え
て

み

た
い
。
こ
の
画
帖
は
縦
三
十
二
・
七
セ
ン
チ
、
横
二
十
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
折

本
仕
立
て
六
折
か
ら
な
る
一
帖
で
あ
り
、
一
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
年
中
行
事
が
十

二
面
に
わ
た
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。
国
の
重
文
に
も
指
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
本
図
に
関
し
て
は
、
田
中
喜
作
が
土
佐
派
に
よ
る
近
世
初
期
風
俗
画
と
し
て
取
り

（1
7
）

上

げ
、
楢
崎
宗
重
は
東
京
国
立
博
物
館
蔵
「
月
次
風
俗
図
」
（
八
曲
屏
風
）
と
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

は
だ
近
い
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
と
し
、
室
町
時
代
末
期
の
作
と
考
察
し
た
。
真
保
亨

は

前
記
「
月
次
風
俗
図
」
が
武
家
の
年
中
行
事
を
中
心
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

図
は
庶
民
を
中
心
と
し
て
描
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
菅
沼
貞
三
は
本
図
を
土
佐

派
系
統
の
女
人
の
筆
端
に
よ
る
も
の
で
、
慶
長
以
前
、
お
よ
そ
天
正
頃
の
作
例
と
推

　
（
2
0
）

測
し
た
。
笠
理
砂
は
図
様
と
モ
テ
ィ
ー
フ
の
点
か
ら
制
作
目
的
や
注
文
主
へ
の
考
察

　
　
　
　
（
2
1
）

を
す
す
め
た
。

　

こ
こ
で
問
題
に
す
る
七
月
の
光
景
は
、
あ
る
公
卿
邸
の
庭
先
に
練
り
込
み
踊
る
孟

蘭
盆
の
風
流
踊
り
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
は
専
ら
美
術
史
の
視
点
か
ら
の
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

り
、
『
近
世
風
俗
図
譜
』
に
は
全
十
二
面
全
て
が
原
寸
大
の
カ
ラ
ー
図
版
で
掲
載
さ

れ

た
が
、
そ
の
刊
行
以
降
の
二
十
年
間
、
こ
の
踊
り
を
灯
籠
踊
り
と
す
る
説
は
管
見

の
限
り
な
い
。
以
下
、
子
細
に
検
討
し
て
み
る
。

　
画
面
右
端
の
二
人
の
男
と
左
端
の
赤
熊
を
被
っ
た
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
手
に
棒
を

握
っ
て
お
り
、
彼
ら
は
棒
振
り
と
呼
ば
れ
る
、
練
り
の
先
導
役
で
あ
ろ
う
。
楽
器
は

全
員
で
五
名
、
笛
吹
き
二
名
の
内
一
名
が
女
性
、
締
め
太
鼓
一
名
、
鼓
二
名
を
加
え

た
四
名
は
男
性
で
あ
ろ
う
。
難
子
方
を
中
心
に
、
そ
の
周
囲
を
時
計
回
り
に
踊
る
十

一
名
は
皆
扇
子
を
振
っ
て
お
り
、
男
性
は
二
、
三
人
、
多
く
見
て
も
数
人
が
交
じ
っ

て

い

る
。
山
路
は
、
風
流
踊
り
の
特
色
は
、
本
来
素
人
芸
で
あ
る
と
い
う
伝
統
を
ひ

い
て

い

る
故
、
踊
り
手
が
主
に
男
性
の
若
者
で
あ
る
点
を
強
調
す
る
。
そ
の
例
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

て

本
図
を
挙
げ
、
「
若
者
が
華
麗
な
小
袖
を
借
用
し
て
踊
る
姿
」
と
比
定
し
て
い
る

が
、
ど
う
み
て
も
男
性
は
少
数
で
あ
ろ
う
。
草
木
が
描
か
れ
た
金
扇
、
華
麗
な
小
袖
、

黒

い

前
垂
れ
、
長
い
白
布
を
巻
き
、
両
端
を
左
右
に
垂
ら
し
た
白
帷
子
頬
被
り
に
統

一
さ
れ
た
若
い
男
女
の
踊
り
手
で
あ
る
。
小
袖
の
柄
が
踊
り
手
一
人
置
き
に
統
一
さ

れ

つ

つ

、
噺
子
方
も
含
め
て
全
員
が
左
方
を
肩
脱
ぎ
し
て
、
多
彩
な
柄
の
下
衣
に

よ
っ
て
、
「
統
一
の
な
か
の
個
性
」
を
表
現
す
る
と
い
う
繊
細
な
趣
向
を
表
現
し
て

い

る
。
門
の
外
で
は
、
数
人
が
高
張
提
灯
を
下
げ
て
風
流
踊
り
を
照
ら
し
て
お
り
、

夜
に
公
卿
邸
の
庭
に
練
り
込
ん
だ
、
そ
の
光
景
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。

　
注
目
す
べ
き
は
、
花
桶
と
神
社
を
造
り
物
と
し
た
風
流
笠
で
あ
る
。
私
は
こ
の
花

桶
と
神
社
の
風
流
笠
の
下
台
部
分
を
灯
籠
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
根
拠
は
本
図
と
同

時
代
と
思
わ
れ
る
上
杉
本
洛
中
洛
外
図
と
の
比
較
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
上
杉
本
に

も
花
桶
の
造
り
物
を
の
せ
た
風
流
笠
を
被
っ
て
踊
る
描
写
が
あ
る
が
、
下
台
は
な
く
、

踊
り
手
の
頭
部
に
花
桶
を
直
接
括
り
つ
け
て
い
る
。
い
く
ら
紙
製
で
軽
量
の
造
り
物

と
は
い
え
、
下
台
が
な
い
ほ
う
が
踊
り
や
す
い
し
、
見
た
目
も
い
い
。
本
図
「
十
ニ

ケ
月
風
俗
図
」
に
描
か
れ
た
花
桶
の
下
台
が
、
神
社
の
造
り
物
の
下
台
と
同
じ
大
き

さ
で
あ
る
の
は
、
中
に
蝋
燭
の
灯
明
が
灯
さ
れ
た
木
枠
で
あ
る
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
赤
く
彩
色
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
『
兼
見
卿
記
』
天
正
十
四
年
二

五
八
六
）
七
月
十
一
日
条
は
、
羽
柴
秀
次
が
踊
り
を
張
行
し
て
禁
裏
に
参
上
し
た
返

し
と
し
て
、
公
家
衆
が
演
じ
た
折
の
記
事
で
あ
り
、
踊
り
衣
装
や
被
り
物
な
ど
の
詳

し
い
記
載
と
と
も
に
、
灯
炉
（
籠
）
の
役
一
人
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
よ
り
、

灯
籠
を
被
く
役
が
十
人
以
上
の
大
規
模
の
踊
り
だ
け
で
な
く
、
「
十
ニ
ケ
月
風
俗
図
」

の

よ
う
な
小
規
模
の
灯
籠
踊
り
も
当
然
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上

が
、
「
十
ニ
ケ
月
風
俗
図
」
七
月
を
灯
籠
踊
り
と
考
え
る
所
以
で
あ
る
。

④
洛
北
の
灯
籠
踊
り

　
前
掲
の
京
都
府
教
育
委
員
会
編
纂
『
京
都
府
の
民
俗
芸
能
』
に
よ
る
と
、
洛
北
の

盆
踊
り
と
し
て
、
花
背
別
所
の
盆
踊
、
広
河
原
の
盆
踊
、
一
乗
寺
の
鉄
扇
踊
、
松
ヶ

崎
の

題
目
踊
と
さ
し
踊
、
市
原
の
ハ
モ
ハ
踊
と
鉄
扇
、
大
原
の
八
朔
踊
、
鉄
仙
流
白
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川
踊
、
上
賀
茂
紅
葉
音
頭
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
と
ん
ど
は
山
路
分
類
で
い

う
（
W
）
系
統
の
、
近
世
中
期
以
降
流
行
し
た
口
説
き
系
の
盆
踊
り
で
あ
る
。
同
書

に

よ
る
と
、
京
都
西
南
部
に
は
芸
能
的
六
斎
が
席
巻
し
、
東
北
部
に
は
念
仏
踊
り
や

題
目
踊
り
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
題
目
踊
り
が
形
式
的
に
行
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、

念
仏
踊
り
は
新
し
い
盆
踊
り
で
あ
る
道
念
ー
鉄
仙
系
の
さ
し
踊
り
（
紅
葉
音
頭
と
も
）

に

取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
る
。
京
の
町
中
で
十
六
世
紀
ま
で
流
行
っ
た
風
流
踊
り
の

流
れ

は
、
六
斎
（
中
堂
寺
・
壬
生
）
の
棒
振
り
に
残
影
が
み
と
め
ら
れ
、
今
宮
の
や

す
ら
い
花
の
う
ち
に
命
脈
を
保
っ
て
き
た
。
ま
た
、
灯
籠
踊
り
の
面
影
を
と
ど
め
る

と
こ
ろ
は
、
わ
ず
か
に
京
都
の
北
、
若
狭
街
道
沿
い
（
高
野
川
沿
い
）
の
近
郷
農
村

の

村
々
で
あ
る
。
現
在
で
は
左
京
区
の
久
多
の
花
笠
踊
り
と
、
同
区
八
瀬
の
赦
免
地

踊
り
を
数
え
る
の
み
で
あ
る
。

　
左
京
区
久
多
の
花
笠
踊
り
は
、
八
月
二
十
四
日
、
中
の
町
の
志
古
淵
神
社
祭
り
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

壮
年
の
村
人
が
花
笠
を
手
に
持
っ
て
踊
る
。
花
笠
と
は
造
花
で
装
い
を
凝
ら
し
た
風

流
灯
籠
図
1
の
こ
と
で
、
昭
和
初
期
ま
で
は
少
年
た
ち
が
被
い
て
踊
っ
た
。
花
笠
は

布
を
垂
ら
し
た
六
角
の
「
笠
」
と
呼
ぶ
台
の
上
に
、
四
角
の
行
灯
を
の
せ
、
そ
の
行

誌

本花
（蘭均

“
・
、功が

フンドン

（アンPンの：

根花
がンガミ

ヵサ
（スカシ）

ペラペラ

聾

図1　久多花笠の各部の名称

（『久多の花笠踊調査報告書』より）

灯
の
四
隅
を
菊
・
朝
顔
・
牡
丹
・
菖
蒲
・
ダ
リ
ア
・
バ
ラ
等
を
象
っ
た
造
花
で
飾
っ

た
繊
細
な
も
の
で
あ
る
。
笠
の
周
り
に
は
「
透
か
し
」
と
い
う
切
り
紙
細
工
を
施
す
。

基
本
的
に
は
笠
と
紙
張
灯
籠
と
い
う
二
つ
を
組
み
合
わ
せ
た
複
合
灯
籠
の
形
式
で
あ

る
。
森
谷
剋
久
の
報
告
に
よ
る
と
、
造
花
の
役
に
あ
た
っ
た
一
家
は
総
動
員
さ
れ
て

灯
籠
造
り
に
駆
り
出
さ
れ
た
が
、
戦
前
ま
で
は
若
い
男
性
に
と
っ
て
喜
び
が
こ
も
つ

た

仕
事
で
あ
っ
た
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
祭
り
が
終
了
し
た
の
ち
、
最
も
美
し
く
仕

上
が
っ

た
造
花
を
、
日
頃
好
意
を
寄
せ
て
い
る
女
性
に
捧
げ
る
か
ら
で
あ
る
。
花
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

数
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
村
一
番
の
評
判
娘
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
十
月
十
日
、
左
京
区
八
瀬
秋
元
町
の
八
瀬
天
満
宮
境
内
秋
元
神
社
に
奉
納
さ
れ
る

赦
免
地
踊
り
は
、
灯
籠
踊
り
と
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
女
装
の
青
年
が
頭
上
に
切
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

灯
籠
を
戴
い
た
風
流
踊
り
で
あ
る
。
切
子
灯
籠
に
は
各
所
に
精
巧
な
透
か
し
彫
り
が

施
さ
れ
て
い
る
。
灯
籠
を
被
く
八
人
の
「
灯
籠
着
」
を
中
心
に
、
音
頭
取
り
四
人
、

太
鼓
打
ち
一
人
、
太
鼓
持
ち
二
人
、
シ
ン
ポ
チ
四
人
、
踊
子
十
人
で
構
成
さ
れ
る
。

現
在
で
は
、
「
灯
籠
着
」
は
踊
り
と
呼
べ
る
よ
う
な
所
作
を
と
る
こ
と
は
な
い
が
、

道
歌
で
練
り
込
み
、
狩
場
踊
り
で
納
め
る
構
成
は
古
態
を
と
ど
め
て
い
る
。

　
徳
江
元
正
は
、
京
の
町
中
か
ら
久
多
へ
の
伝
播
経
路
を
、
以
下
の
よ
う
に
推
測
し

　
　
（
2
7
）

て

い
る
。

　
　
久
多
の
風
流
燈
籠
は
、
室
町
末
の
京
の
風
の
影
響
と
み
て
よ
い
か
と
思
う
。
途

　
　
中
に
、
八
瀬
の
赦
免
地
踊
の
燈
籠
を
置
い
て
考
え
て
み
れ
ば
よ
か
ろ
う
。
少
し

　
　
飛
ん

で
、
湖
北
伊
香
郡
西
浅
井
村
下
村
下
塩
津
神
社
の
花
笠
踊
で
も
、
久
多
と

　
　
似
た
形
の
燈
籠
を
用
い
て
い
る
。
近
年
は
造
花
を
買
っ
て
く
る
が
、
以
前
は
氏

　
　
子
が
ハ
ナ
を
つ
く
っ
た
も
の
で
あ
る
と
聞
い
た
。
や
は
り
、
氏
子
自
身
が
日
時

　
　
を
費
し
て
、
祭
の
た
び
ご
と
に
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
が
、
本
来
の
す
が
た
な
の

　
　
で
あ
ろ
う
。
京
の
禁
裏
や
町
中
で
は
や
く
す
た
れ
た
手
製
の
花
の
風
流
は
、
か

　
　
く
し
て
、
京
辺
土
の
神
事
に
痕
を
と
ど
め
た
の
で
あ
っ
た
。

　
徳
江
の

言
う
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
か
つ
て
京
の
町
中
で
成
立
し
、
全
盛
を
誇
っ
た

風
流
灯
籠
の
影
響
を
受
け
て
創
始
さ
れ
た
、
同
系
統
の
灯
籠
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
つ
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ま
り
、
町
中
か
ら
八
瀬
へ
、
途
中
越
・
花
折
峠
を
経
て
安
曇
川
に
至
り
、
そ
こ
か
ら

久
多
川
に
入
る
と
い
う
、
か
つ
て
の
若
狭
街
道
か
ら
久
多
へ
と
い
う
伝
播
コ
ー
ス
が

　
　
　
　
　
（
2
8
）

考
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
大
津
市
葛
川
貫
井
町
や
同
細
川
町
、
朽
木
村
地
子
原
で

も
、
八
朔
祭
り
や
放
生
会
に
お
い
て
造
花
で
装
飾
し
た
花
笠
の
伝
承
が
あ
り
、
安
曇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

川
一
帯
の
花
笠
分
布
圏
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
京
都
市
左
京
区
修
学
院
の
八
月
二
十
七
日
の
題
目
踊
り
と
紅
葉
音
頭
は
、

大
日
踊
り
と
も
総
称
さ
れ
、
七
町
会
館
前
に
櫓
を
組
ん
で
踊
ら
れ
る
。
櫓
に
は
青
竹

の

竿
が
立
て
ら
れ
、
そ
の
先
に
は
薬
玉
や
「
南
無
大
日
如
来
尊
」
な
ど
と
書
か
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

短
冊
を
付
け
た
切
子
灯
籠
が
一
灯
の
み
吊
り
下
げ
ら
れ
る
。
か
つ
て
は
修
学
院
離
宮

中
の
林
丘
宮
と
い
う
尼
門
跡
が
こ
れ
を
奉
納
し
、
今
で
は
保
存
会
が
管
轄
し
て
い
る
。

先
述
し
た
『
京
都
の
歴
史
』
四
に
よ
る
と
、
こ
の
切
子
灯
籠
は
、
か
つ
て
灯
籠
踊
り

で
あ
っ
た
一
乗
寺
の
念
仏
踊
り
と
の
間
の
脈
絡
が
う
か
が
わ
れ
る
、
と
し
て
い
る
。

こ
れ
は
二
節
で
述
べ
た
『
言
継
卿
記
』
永
禄
十
年
七
月
二
十
四
日
条
の
二
〇
基
程
の

大
灯
籠
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
江
戸
時
代
の
様
相
は
不
明
で
あ
る
。

　

さ
て
、
今
回
紹
介
す
る
新
出
の
「
長
谷
踊
夜
宮
図
」
の
舞
台
で
あ
る
長
谷
八
幡
宮

は
、
京
都
市
左
京
区
の
岩
倉
盆
地
の
東
、
瓢
箪
崩
山
の
西
南
麓
に
鎮
座
す
る
。
長
谷

八
幡
宮
で
演
じ
ら
れ
た
盆
の
灯
籠
踊
り
に
は
、
長
谷
の
集
落
の
人
々
の
み
で
な
く
、

岩
倉
と
花
園
村
の
人
々
も
参
加
し
た
。
長
谷
と
花
園
村
の
中
間
に
、
中
と
い
う
近
世

村
も
あ
り
、
そ
の
村
も
長
谷
八
幡
宮
の
氏
子
で
あ
る
の
で
、
当
然
灯
籠
踊
り
に
は
参

加

し
た
は
ず
で
あ
る
が
、
中
村
に
関
す
る
記
事
は
確
認
で
き
な
い
。
同
社
は
『
兼
致

卿
記
』
文
明
一
七
年
（
一
四
八
五
）
八
月
十
六
日
条
に
「
八
幡
長
谷
・
花
園
・
中
村

三

郷
の

氏

神
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
中
世
以
来
、
こ
の
三
集
落
の
産
土
神
社
で

あ
っ
た
。
長
谷
は
平
安
時
代
の
歌
人
、
藤
原
公
任
が
山
荘
を
営
み
、
聖
護
院
や
解
脱

寺
な
ど
の
寺
院
が
営
ま
れ
、
中
世
、
こ
の
地
は
聖
護
院
山
荘
（
長
谷
殿
）
な
ど
貴
紳

の

山
荘
地
と
し
て
知
ら
れ
、
歌
枕
と
も
な
っ
て
い
た
。
八
幡
宮
の
放
生
会
に
は
猿
楽

が
奉
納
さ
れ
て
お
り
、
『
後
法
興
院
記
』
文
明
九
年
（
一
四
七
七
）
八
月
十
六
日
条

の

猿
楽
三
番
立
合
を
初
め
と
し
て
、
同
記
録
長
享
二
年
、
延
徳
三
年
、
明
応
七
年
と

十
五
世
紀
後
半
の
放
生
会
に
神
事
猿
楽
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
『
兼
見
卿
記
』

天
正
四
年
（
一
五
七
六
）
に
よ
る
と
、
丹
波
系
の
日
吉
大
夫
が
長
谷
八
幡
宮
放
生
会

の

演
能
を
担
当
し
て
お
り
、
こ
の
座
が
楽
頭
職
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

『兼
致
卿
記
』
に
よ
る
と
、
同
放
生
会
の
十
五
日
に
、
鉾
五
本
・
競
馬
三
番
・
獅
子

舞
・
御
供
子
・
御
供
・
御
供
餅
酒
の
記
述
が
あ
り
、
十
六
日
に
は
猿
楽
が
奉
納
さ
れ

て

い

る
。
以
上
の
よ
う
に
、
長
谷
八
幡
宮
の
放
生
会
に
は
中
世
も
後
期
以
来
、
猿
楽

が
盛
ん

に
奉
納
さ
れ
、
そ
の
芸
能
伝
統
の
上
に
、
村
人
に
よ
る
盆
踊
り
と
し
て
、
灯

籠
踊
り
が
京
都
町
中
か
ら
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
近
世
以
降
も
中
世
以
来
の
能

奉
納
の
伝
統
は
継
承
さ
れ
、
『
山
城
名
跡
巡
行
志
』
に
よ
る
と
、
八
月
十
五
日
に
神
輿

一
基
の

神
幸
が
あ
り
、
競
馬
や
翁
舞
が
奉
納
さ
れ
て
い
る
。
井
上
頼
寿
に
よ
る
近
代

　
　
　
　
（
3
1
＞

の

聞
き
書
き
に
お
い
て
も
、
放
生
会
に
際
し
、
長
谷
は
宮
本
な
の
で
祭
り
の
所
役
は

な
く
、
花
園
は
神
輿
を
出
し
、
中
は
馬
を
六
頭
出
し
て
三
番
の
馬
駆
け
を
し
て
い
る
。

祭
り
の
中
心
は
剣
鉾
巡
行
で
あ
り
、
長
谷
と
花
園
か
ら
二
本
、
中
か
ら
一
本
出
し
、

行
列
は
出
亀
山
の
御
旅
所
ま
で
を
往
復
す
る
。
神
輿
を
先
導
す
る
の
は
「
御
大
供
持
」

と
い
っ
て
、
神
僕
櫃
を
頭
に
の
せ
た
宮
座
の
一
和
尚
の
妻
あ
る
い
は
娘
で
あ
っ
た
。

　

旧
八
月
十
五
・
六
日
の
放
生
会
の
一
ヶ
月
前
、
七
月
十
五
・
六
日
に
は
盆
の
灯
籠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

踊
り
が
演
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
山
路
分
類
「
（
1
）
灯
籠
踊
り
な
ど
の
風
流
踊
り
」

に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
伝
承
は
途
絶
え
て
い
る
。
山
路
は
、
天
保

三

年
（
一
八
三
二
）
に
速
見
春
暁
斎
の
筆
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
『
増
保
日
本
年
中

行
事
大
全
』
の
「
七
月
十
五
日
　
長
谷
・
岩
倉
・
花
園
灯
籠
踊
（
今
明
夜
）
　
種
々

の

灯
籠
を
点
し
、
小
女
頭
に
戴
て
踊
る
」
の
記
事
を
引
用
し
、
「
長
谷
・
岩
倉
・
花

園
の
灯
籠
踊
や
幡
枝
の
地
蔵
踊
が
、
こ
の
時
期
ま
で
本
当
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
な
ら
、

今
日
こ
れ
ら
の
地
の
何
処
か
で
、
そ
の
話
の
片
鱗
で
も
聞
け
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

る
が
、
そ
れ
が
な
い
の
は
不
思
議
で
な
ら
な
い
」
と
感
想
を
漏
ら
し
て
い
る
。
同
氏

は
『
増
保
日
本
年
中
行
事
大
全
』
に
つ
い
て
「
記
事
の
内
容
は
刊
行
時
よ
り
は
る
か

　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

に
古
い
よ
う
で
あ
る
」
と
註
を
つ
け
て
お
り
、
長
谷
・
岩
倉
・
花
園
の
灯
籠
踊
り
は

近
世
後
期
に
は
す
で
に
廃
絶
し
て
い
た
と
推
定
し
て
い
る
。
確
か
に
灯
籠
踊
り
に
関
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し
て
は
、
近
代
以
降
の
記
録
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
盆
の
掛
け
踊

り
は
戦
後
に
も
行
わ
れ
て
い
る
。
昭
和
二
十
一
年
の
夏
の
夜
、
当
時
岩
倉
村
奥
長
谷

に

下

宿
し
て
い
た
葛
西
善
三
郎
（
大
正
十
一
年
生
ま
れ
）
は
長
谷
八
幡
宮
前
で
演
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
3
5
）

ら
れ
た
盆
踊
り
を
、
食
い
入
る
よ
う
に
見
つ
め
て
い
た
。

　
　
都
会
の
欠
配
や
遅
配
を
よ
そ
に
、
豊
作
の
農
村
は
幾
年
振
り
か
で
復
員
し
た
若

　
　
者
に
充
た
さ
れ
、
今
日
は
八
瀬
、
今
日
は
木
野
と
め
ぐ
っ
て
き
た
踊
が
、
今
夜

　
　

は
長
谷
で
開
か
れ
た
。
宮
に
近
づ
く
と
人
影
が
森
蔭
を
通
し
て
う
ご
め
き
、
音

　
　
頭
が
手
に
と
る
よ
う
に
聞
こ
え
て
く
る
。
昼
間
、
あ
ま
り
気
の
付
か
な
い
広
場

　
　

に
、
提
灯
を
灯
し
、
真
中
に
櫓
を
組
み
、
既
に
彩
し
い
人
の
環
が
二
重
三
重
に

　
　

な
っ
て
庭
を
埋
め
つ
く
し
て
い
る
。
白
が
す
り
に
黒
の
兵
古
帯
を
し
め
、
手
拭

　
　
を
器
用
に
冠
り
、
女
性
は
袴
の
よ
う
な
も
の
を
着
け
、
赤
い
裸
を
し
め
上
げ
て

　
　
踊
っ
て
い
る
。
音
頭
の
声
が
森
を
ぬ
い
、
林
を
越
え
て
流
れ
る
。
そ
の
一
段
毎

　
　

に
手
を
打
っ
て
「
よ
い
と
よ
や
ま
か
、
ど
っ
こ
い
さ
の
せ
」
と
皆
が
難
し
立
て

　
　

る
。
哀
し
い
よ
う
な
、
や
る
せ
な
い
よ
う
な
声
が
薄
闇
の
中
を
さ
ま
よ
う
人
達

　
　

の
一
人
一
人
に
灯
を
つ
け
て
廻
り
、
周
囲
を
取
り
巻
い
て
立
っ
て
い
た
人
々
も
、

　
　
一
人
入
り
、
二
人
入
り
、
次
々
と
踊
の
環
へ
吸
い
込
ま
れ
て
ゆ
く
。
（
中
略
）

　
　
生

け
る
者
の
歓
び
と
死
せ
る
者
の
哀
し
み
が
］
つ
と
な
っ
て
炎
の
よ
う
に
燃
え

　
　
上

が
っ
て
ゆ
く
。
上
の
途
か
ら
も
下
の
道
か
ら
も
、
三
三
五
五
男
女
の
群
が
吸

　
　
い
寄
せ
ら
れ
、
流
れ
て
来
て
は
こ
の
渦
の
中
へ
飛
び
込
ん
で
ゆ
く
。

　
終
戦
翌
年
の
豊
作
の
喜
び
の
中
、
八
瀬
や
木
野
を
め
ぐ
っ
て
き
た
掛
け
踊
り
は
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

少

な
い
農
村
の
楽
し
み
で
あ
っ
た
。
中
村
治
に
よ
る
注
記
に
よ
る
と
、
当
時
、
長
谷

集
落
の
盆
踊
り
は
、
八
幡
宮
前
の
広
場
（
境
内
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
）
、
石
の
鳥

居
、
上
ノ
町
の
蔭
山
神
社
前
（
同
社
は
現
在
長
谷
八
幡
宮
の
境
内
に
ま
つ
ら
れ
て
い

る
が
、
以
前
は
長
谷
上
ノ
町
に
ま
つ
ら
れ
て
い
た
）
及
び
愛
宕
社
前
で
行
な
わ
れ
て

い

た
。
「
さ
ま
よ
う
人
達
の
一
人
一
人
に
灯
を
つ
け
て
廻
り
」
と
は
、
葛
西
の
文
学

的
表
現
で
あ
り
、
頭
上
の
灯
籠
に
灯
り
を
つ
け
て
廻
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
。
櫓
を

囲
ん
だ
手
踊
り
と
思
わ
れ
る
。
花
園
に
お
い
て
も
、
戦
争
が
始
ま
る
ま
で
、
紅
葉
音

頭
が
盆
踊

に
歌
わ
れ
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

現
在
は
］
節
の
み
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

⑤
近
世
文
献
に
記
さ
れ
た
長
谷
・
岩
倉
・
花
園
の
灯
籠
踊
り

　

現
行
の
、
あ
る
い
は
廃
絶
し
た
洛
北
諸
村
の
灯
籠
踊
り
は
、
紙
張
の
灯
籠
を
下
台

（台
座
）
と
し
、
そ
の
上
に
飾
ら
れ
た
造
花
、
草
木
や
名
所
の
山
水
な
ど
の
紙
製
造

り
物
を
頭
に
戴
き
、
踊
歌
や
念
仏
を
唱
え
て
踊
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
様
式
的

に
い
え
ば
風
流
灯
籠
そ
の
も
の
で
あ
る
が
、
江
戸
時
代
の
後
半
に
は
一
般
的
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

「大
燈
籠
」
と
呼
ば
れ
る
（
『
備
後
国
福
山
領
風
俗
間
状
』
）
灯
籠
の
類
に
入
ら
れ
て

い
る
。

　
現
在
で
は
、
伝
承
さ
れ
て
い
る
久
多
や
八
瀬
の
事
例
が
著
名
で
あ
る
が
、
江
戸
時

代
に
は
こ
の
両
村
の
灯
籠
踊
り
よ
り
も
、
長
谷
・
岩
倉
・
花
園
の
盆
の
灯
籠
踊
り
の

方
が
は
る
か
に
有
名
で
あ
り
、
様
々
な
文
献
に
記
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
地
誌
類
な

ど
を
読
み
下
し
文
で
表
記
し
、
内
容
を
検
討
し
よ
う
。

①
坂
内
直
頼
『
山
城
四
季
物
語
』
、
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
は
、
『
都
歳
時
記
』
と

の
書
名
も
あ
る
が
、
挿
絵
が
あ
る
の
で
後
述
す
る
。

②
黒

川
道
祐
『
日
次
記
事
』
、
延
宝
五
年
（
一
六
七
六
）
～
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）

頃七

月
十
五
日
　
燈
籠
躍
　
洛
北
岩
倉
・
花
園
両
村
の
少
年
女
子
、
各
大
燈
籠
を
戴
き
、

各
八
幡
社
前
に
嬰
り
て
、
男
子
太
鼓
を
撃
ち
、
笛
を
吹
き
踊
躍
を
勧
む
。
是
を
燈
籠

躍

と
い
う
。
又
、
岩
倉
観
音
堂
前
に
踊
躍
を
作
る
。
両
処
共
踊
躍
の
後
、
村
人
姻
火

を
点
ず
。
姻
火
は
倭
俗
に
花
火
を
い
う
。
頭
上
に
載
せ
る
所
の
燈
籠
、
踊
躍
す
る
女

子
の
家
々
、
春
初
よ
り
製
造
し
あ
る
も
、
互
い
に
そ
の
作
る
所
の
模
様
を
秘
す
。

十
六
日
　
今
夜
岩
倉
・
長
谷
、
ま
た
燈
籠
躍
を
作
る
。
花
火
等
の
儀
も
前
夜
と
同
じ
。

③
黒
川
道
祐
『
北
肉
魚
山
行
記
』
、
天
和
二
年
二
六
八
二
）

七

月
十
四
、
十
五
夜
（
中
略
）
村
中
の
少
婦
、
大
な
る
燈
籠
を
頭
上
に
戴
き
、
白
き

帷
子
に
赤
き
裾
を
垂
れ
、
八
幡
の
前
前
に
て
踊
躍
す
。
太
鼓
・
鉦
鼓
等
の
拍
子
物
あ
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り
、
是
れ
を
燈
籠
踊
り
と
云
。
洛
人
争
ひ
観
る
。
躍
は
深
更
に
及
び
終
る
。
其
後
大

な
る
花
火
数
品
あ
り
。
予
亦
先
年
之
を
見
る
。

④
黒
川
道
祐
『
遠
碧
軒
記
』
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）

七

月
十
五
日
に
花
園
よ
り
長
谷
の
八
幡
の
前
へ
燈
籠
を
か
つ
ぎ
踊
り
来
る
。
そ
れ
す

み
て

か

ら
長
谷
の
踊
出
す
事
、
そ
れ
す
み
て
か
ら
花
火
あ
り
。
十
四
日
の
夜
も
あ
れ

ど
も
、
こ
れ
は
在
所
に
て
十
五
日
の
夜
の
習
礼
な
り
。
こ
の
宮
の
祭
は
八
月
十
五
日

な
り
。
岩
倉
に
も
九
月
の
九
日
と
十
五
日
と
両
度
祭
あ
り
。

⑤
四
時
堂
其
諺
『
滑
稽
雑
談
』
巻
十
三
、
正
徳
三
年
（
一
七
二
三
蹟

北
麓
の

花
園
に
て
、
毎
年
今
頃
（
七
月
十
五
日
）
念
仏
踊
を
催
す
な
り
。
お
さ
へ
燈

籠
を
頭
に
頂
だ
き
、
亦
轄
を
か
け
て
踊
る
者
二
、
三
輩
侍
る
。
こ
れ
新
に
嫁
し
た
る

捜

な
り
。
こ
の
燈
籠
は
聾
の
方
よ
り
張
て
遣
す
な
り
。
在
所
の
銘
々
思
い
思
い
に
出

立

て
、
総
踊
、
念
仏
に
節
を
附
て
踊
る
。
故
に
念
仏
踊
と
も
申
な
ら
し
。

⑥
川
口
好
和
『
奇
遊
談
』
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
序

洛
北
花
園
村
に
、
毎
年
七
月
十
六
日
の
夜
、
里
の
童
女
頭
に
二
尺
四
方
も
あ
る
べ
き

角
な
る
紙
ば
り
の
燈
籠
を
頂
き
、
上
に
名
所
の
山
水
な
ど
の
形
を
造
り
て
、
燈
火
を

照

し
て
、
念
仏
を
唱
え
つ
つ
踊
る
事
あ
り
。
隣
村
岩
倉
村
に
も
同
日
同
じ
様
な
踊
り

あ
り
。

⑦

『諸
国
風
俗
間
状
答
』
（
一
九
世
紀
前
半
）
「
大
和
国
高
取
領
風
俗
間
状
答
」
、
七

月洛
北
花
園
村
に
、
毎
歳
七
月
十
六
日
の
夜
、
里
の
男
女
頭
に
二
尺
四
方
も
あ
る
べ
き

角
な
る
紙
は
り
の
灯
籠
を
い
た
だ
き
、
上
に
名
所
の
山
水
な
ぞ
の
形
を
作
り
て
、
燈

火
を
照
し
て
念
仏
を
唱
つ
つ
踊
る
。
是
を
華
園
燈
籠
踊
と
い
う
。

⑧
喜
多
川
守
貞
『
守
貞
漫
稿
』
巻
二
四
、
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）

洛
北
花
園
村
は
七
月
一
六
日
の
夜
、
里
童
等
頭
に
方
二
尺
許
の
紙
張
燈
籠
の
上
に
、

草
木
山
水
等
の
紙
製
の
造
り
物
を
作
り
、
燈
し
戴
き
、
念
仏
を
唱
え
踊
る
。
是
を
花

園
燈
籠
踊
と
云
う
。
北
岩
倉
村
に
も
同
夜
同
製
の
踊
す
。
以
上
京
師
の
踊
り
昔
よ
り

例
と
し
て
今
世
に
廃
せ
ざ
る
事
な
り
。

⑨
大

田
南
畝
『
一
話
一
言
』
安
永
八
～
文
化
三
年
（
一
七
七
九
～
一
八
〇
六
）

京
都
踊
所
々
に
あ
り
。
島
原
踊
盆
中
あ
り
。
此
の
外
に
松
ヶ
崎
の
題
目
、
岩
倉
灯
籠

踊
、
下
賀
茂
は
ね
す
踊
、
浄
土
寺
村
念
仏
踊
、
白
川
し
ょ
が
い
な
踊
、
祇
園
町
の
踊

な
り
。
右
毎
七
月
十
五
十
六
日
の
夜
な
り
。

⑩

『俳
譜
五
節
句
』
元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）
自
序

花
園
踊
、
都
北
山
辺
の
在
名
な
り
。
十
五
日
の
夜
踊
な
り
。
在
処
の
嫁
、
置
灯
籠
の

尾
の

あ
る
に
左
右
に
絃
無
き
弓
の
よ
う
な
る
物
あ
り
、
そ
れ
を
両
の
肱
に
か
け
て
腕

に
押
さ
え
灯
籠
を
頭
に
戴
い
て
踊
る
。
赤
前
垂
す
る
な
り
。
そ
の
灯
籠
を
智
張
り
て

遣

わ
す
。
大
方
、
年
に
三
人
ば
か
り
は
嫁
呼
ぶ
故
踊
る
な
り
。
惣
踊
り
念
仏
に
フ
シ

有
り
て
そ
の
中
に
交
じ
る
な
り
。

　
以
上

を
整
理
す
る
と
、
以
下
の
問
題
点
に
集
約
で
き
よ
う
。

1
総
（
惣
）
踊
り
と
し
て
、
六
字
の
名
号
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
に
節
を
つ
け
る
念
仏

踊
り
が
あ
っ
た
。

n
『
日
次
記
事
』
に
よ
る
と
、
七
月
十
五
日
は
岩
倉
と
花
園
の
両
村
が
長
谷
八
幡
宮

に
お
い
て
踊
り
、
一
六
日
は
地
元
で
あ
る
長
谷
と
岩
倉
の
両
村
が
同
社
で
踊
る
。

皿
各
家
々
で
作
る
模
様
（
灯
籠
の
趣
向
）
は
祭
り
当
日
ま
で
秘
密
に
し
て
お
く
。

W
村
に
嫁
い
で
き
た
新
妻
が
灯
籠
踊
り
を
踊
っ
た
。

V
『
北
肉
魚
山
行
記
』
の
記
述
で
興
味
深
い
の
は
、
洛
人
が
競
っ
て
見
物
し
に
来
る

様
子
で
あ
る
。

W
『滑
稽
雑
談
』
の
轄
と
は
馨
の
古
字
で
あ
り
、
鼓
の
音
を
意
味
す
る
が
、
輻
鼓
を

つ
け
て
踊
る
意
味
で
あ
ろ
う
。

W
岩
倉
で
は
観
音
堂
前
（
『
北
肉
魚
山
行
記
』
に
よ
る
と
、
大
雲
寺
の
山
下
に
観
音

堂
が
あ
っ
た
）
で
灯
籠
踊
り
が
踊
ら
れ
た
。

　
絵
画
資
料
か
ら
音
声
を
推
測
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
の
で
、
上
記
の
文
献
が
参

考
に
な
る
が
、
長
谷
八
幡
宮
の
灯
籠
踊
り
で
は
六
字
名
号
に
節
を
つ
け
、
念
仏
を
唱

え
つ
つ
踊
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
八
瀬
の
赦
免
地
踊
り
で
は
、
道
歌
、
潮
汲
歌
、
花
摘

歌
、
茶
摘
歌
な
ど
一
〇
番
の
踊
り
歌
を
伝
え
、
久
多
で
は
一
三
〇
番
余
の
踊
り
歌
を
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残

し
て
お
り
、
上
と
下
の
二
組
に
分
か
れ
、
毎
年
七
番
の
奉
納
曲
を
、
上
・
下
組
が

三
番
と
四
番
に
分
け
て
年
ご
と
に
交
替
し
て
行
な
い
、
掛
け
ら
れ
れ
ば
掛
け
か
え
す

と
い
う
風
流
踊
り
の
形
態
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
長
谷
八
幡
宮
の
場
合
も
、
周
辺
の

民
俗
伝
承
よ
り
類
推
す
る
と
、
念
仏
踊
り
の
み
で
な
く
、
小
歌
踊
り
を
も
踊
り
歌
と

し
て
踊
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
文
献
史
料
か
ら
は
判
明
し
な
い
。

⑥
描
か
れ

た
洛
北
の
灯
籠
踊
り

　
描
か
れ

た
洛
北
灯
籠
踊
り
と
し
て
は
、
従
来
、
次
の
二
種
類
の
図
が
知
ら
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

た
。
一
つ
は
図
2
の
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
の
『
山
城
四
季
物
語
』
で
あ
り
、
先

述

し
た
よ
う
に
『
都
歳
時
記
』
と
も
称
さ
れ
、
『
骨
董
集
』
に
は
後
者
の
名
で
掲
載

さ
れ
て
い
る
。
同
書
の
巻
第
四
、
七
月
の
項
に
「
五
、
十
五
日
十
六
日
の
夜
松
ヶ
崎

長
谷
岩
蔵
花
苑
踊
の
事
」
と
し
て
、
前
半
部
の
松
ヶ
崎
を
略
す
る
と
、
「
長
谷
・
岩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
く
み

蔵
・
花
苑
に
て
は
、
六
字
の
念
仏
に
ふ
し
を
付
、
さ
ま
ρ
＼
の
花
を
か
ざ
り
、
　
匠

図2　長谷、岩倉、花園の灯籠踊り

　　　　（「骨董集』より）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん

を
つ
く
し
た
る
四
角
な
る
燈
籠
を
戴
て
お
ど
る
、
い
つ
れ
も
肝
に
い
り
た
る
ひ
と
ふ

し
、
き
わ
め
て
品
あ
る
事
、
都
に
も
恥
ず
お
も
し
ろ
し
。
此
所
に
て
は
氏
神
の
前
よ

　
　
　
　
　
　
　
（
身
罷
）

り
踊
初
、
其
と
し
み
ま
か
り
た
る
亡
者
有
家
に
行
て
、
夜
更
ま
で
お
ど
り
あ
り
く
な

り
、
か
く
ば
か
り
例
年
に
も
よ
ほ
し
た
る
事
な
れ
ば
、
由
来
な
き
に
し
も
あ
ら
じ
、

な
れ
ど
た
し
か
に
知
者
な
し
と
か
や
。
」
と
あ
る
。
灯
籠
踊
り
は
先
ず
、
八
幡
宮
に

お
い
て
踊
り
は
じ
め
、
終
る
と
村
内
の
新
仏
の
家
々
を
訪
ね
て
踊
る
形
式
で
あ
っ
た
。

そ
の
図
を
見
る
と
、
右
隅
に
は
高
灯
籠
が
立
ち
、
鋲
打
ち
大
太
鼓
、
鉦
、
笛
各
一
名

の

構
成
で
あ
る
。
三
人
の
灯
籠
踊
り
の
内
、
左
の
灯
籠
は
楽
人
が
太
鼓
を
両
檸
で

打
っ
て
い
る
造
り
物
で
あ
る
。
こ
の
太
鼓
は
大
き
さ
か
ら
は
雅
楽
の
楽
太
鼓
と
も
考

え
ら
れ
る
が
、
鼓
皮
面
の
三
つ
巴
の
文
様
か
ら
大
太
鼓
の
つ
も
り
で
あ
ろ
う
。
『
看

聞
日
記
』
に
よ
る
と
、
永
享
七
年
（
一
四
三
五
）
に
は
北
野
社
頭
舞
楽
の
体
の
風
流

灯
籠
が
あ
り
、
こ
の
趣
向
も
室
町
期
か
ら
人
気
が
あ
っ
た
。
右
上
の
造
り
物
は
、
月

に
兎
に
薄
、
下
の
造
り
物
の
草
花
は
不
明
で
あ
る
。
三
人
の
灯
籠
踊
り
と
い
う
構
成

は
、
八
幡
宮
に
お
け
る
総
踊
り
で
は
な
く
、
幾
組
か
に
分
か
れ
て
の
、
新
仏
の
家
の

庭

に
お
け
る
新
精
霊
へ
の
奉
納
踊
り
で
あ
ろ
う
。

　

図
3
は
左
京
区
松
ヶ
崎
堀
町
の
日
蓮
宗
本
湧
寺
の
題
目
踊
り
を
描
い
た
元
禄
一
七

年
・
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
『
花
洛
細
見
図
』
で
あ
る
。
松
ヶ
崎
で
は
も
み
じ
音

頭

（さ
し
踊
）
に
盆
踊
り
の
座
を
明
け
渡
し
た
が
、
そ
れ
以
前
に
は
灯
籠
踊
り
が
行

な
わ
れ
て
い
た
。
同
図
に
よ
れ
ば
、
箱
状
の
枠
に
紙
を
張
っ
た
灯
籠
の
四
周
に
シ
デ

を
垂
ら
し
、
そ
の
上
に
山
水
や
草
花
の
造
り
物
を
飾
っ
て
い
る
。
そ
の
灯
籠
を
い
た

だ

い

た
六
人
の
踊
り
子
に
よ
る
灯
籠
踊
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
舞
場
に
は
盆
行
事
ら
し

く
、
右
に
竿
に
さ
し
あ
げ
た
切
子
灯
籠
も
み
え
て
い
る
。
同
書
に
は
「
法
花
経
の
題

目
に
ふ
し
を
つ
け
て
、
拍
子
に
あ
は
せ
て
、
老
若
男
女
う
ち
ま
は
り
、
と
う
ろ
う
を

か

つ
き
て
、
お
ど
る
事
な
り
」
と
あ
り
、
松
ヶ
崎
で
は
こ
う
し
た
風
流
の
灯
籠
を
か

ぶ

り
、
六
字
の
名
号
を
歌
い
踊
り
、
大
太
鼓
・
鉦
・
笛
の
離
子
が
つ
い
た
。
同
書
に

よ
る
と
、
灯
籠
は
台
座
の
部
分
が
約
二
尺
（
約
六
十
セ
ン
チ
）
×
一
尺
と
あ
り
、
全

体
の
均
衡
か
ら
す
る
と
非
常
に
大
き
い
が
、
こ
れ
は
後
述
す
る
長
谷
八
幡
宮
の
灯
籠
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図3　松ヶ崎本湧寺灯籠踊り（『花洛細見図』より）

も
同
様
で
あ
る
。

　
今
回
初
め
て
の
紹
介
と
な
る
カ
ラ
ー
図
版
「
長
谷
踊
夜
宮
図
」
は
国
立
歴
史
民
俗

博
物
館

に
収
蔵
さ
れ
て
お
り
、
形
態
は
紙
本
捲
り
状
一
枚
、
部
分
的
に
淡
彩
が
施
さ

れ

た
墨
書
の
粉
本
で
あ
る
。
縦
五
七
・
九
、
横
一
〇
四
・
六
セ
ン
チ
で
、
制
作
年
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

は
十
八
～
十
九
世
紀
と
思
わ
れ
、
景
観
年
代
は
十
七
世
紀
ま
で
遡
る
可
能
性
も
あ
る
。

同
宮
は
応
神
天
皇
や
小
野
宮
惟
仁
親
王
を
祀
る
。
町
中
よ
り
の
踊
り
の
伝
播
時
期
を

考
え
る
際
に
、
長
谷
八
幡
宮
社
家
の
伊
佐
義
雄
が
明
治
十
六
年
九
月
に
記
し
た
「
土

産
大
神
雑
誌
」
が
参
考
に
な
る
。
同
書
に
は
、
元
和
年
中
（
一
六
一
五
～
二
四
）
に

　
　
　
　
（
4
1
）

社
殿
が
大
破
し
、
東
福
門
院
に
よ
っ
て
再
興
さ
れ
た
一
件
が
あ
る
。
東
福
門
院
と
は

後
水
尾
天
皇
の
中
宮
で
あ
る
が
、
二
代
将
軍
秀
次
の
娘
が
婚
姻
に
よ
る
朝
廷
懐
柔
策

の

た
め
入
内
し
、
明
正
天
皇
等
を
生
ん
だ
人
物
で
あ
る
。
東
福
門
院
は
寛
永
年
間
に

岩
倉
大
雲
寺
の
再
興
を
援
助
し
、
そ
れ
は
長
谷
八
幡
宮
に
も
及
ん
だ
ら
し
い
。
こ
の

十
七
世
紀
前
半
が
、
灯
籠
踊
り
伝
播
の
一
つ
の
画
期
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
よ
う
。

　
本
図
右
上
に
は
以
下
の
墨
書
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
図
力
）

　
　
長
谷
踊
夜
宮
口
」
七
月
十
五
日
」
灯
籠
色
々
」
十
二
」
と
う
ろ
う
の
上
」
作
物

　
　
（
尽
）

　
　

つ
く
し
」
と
う
ろ
う

　
　

い

た
・
く
」
人
皆
十
六
七
女
」
白
帷
子
ほ
う
か
ふ
り
」
赤
ま
い
た
れ

　
　
（
」
は
行
変
を
示
す
）

　
ま
た
、
本
社
屋
根
の
部
分
に
は
「
ヒ
ハ
タ
　
八
幡
宮
　
社
何
モ
白
木
」
と
記
さ
れ
、

桧
皮
葺
で
南
向
き
の
流
造
、
白
木
の
三
間
三
面
の
社
殿
が
正
確
に
描
か
れ
て
い
る
。

拝
殿
も
桧
皮
葺
で
あ
る
。
本
図
の
構
図
は
本
社
向
か
っ
て
左
上
空
か
ら
傭
鰍
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

る
。
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
十
一
月
に
差
し
出
さ
れ
た
境
内
平
面
図
に
よ
る
と
、

社

地
を
三
一
五
坪
と
主
張
し
て
い
る
。
本
図
と
境
内
平
面
図
で
大
き
く
異
な
る
点
は

拝
殿
の

両
側
の
仮
屋
の
描
写
で
あ
る
。
こ
の
仮
屋
は
長
谷
入
幡
宮
の
宮
座
で
あ
る
蔭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

山
座
と
新
座
の
座
小
屋
で
あ
る
が
、
両
者
の
描
写
の
違
い
は
以
下
の
二
通
り
に
解
釈

で

き
よ
う
。
一
つ
は
仮
屋
の
位
置
が
本
図
で
は
本
社
よ
り
奥
に
描
か
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
本
図
に
お
い
て
は
踊
り
を
主
に
描
く
た
め
に
障
擬
と
な
る
仮
屋
を
現
実
よ
り

も
後
ヘ
デ
フ
ォ
ル
メ
し
て
描
い
た
。
も
う
一
つ
は
、
境
内
平
面
図
作
成
年
と
本
図
の

景
観
年
代
は
二
百
年
程
の
違
い
が
あ
る
と
思
わ
れ
、
本
図
の
景
観
年
代
当
時
に
は
仮

屋

は
建
て
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　
以

下
、
「
長
谷
踊
夜
宮
図
」
を
子
細
に
検
討
す
る
。
墨
書
に
よ
る
と
十
二
の
灯
籠
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踊

り
が
出
る
と
あ
る
が
、
本
図
に
は
九
人
に
よ
る
輪
踊
り
の
灯
籠
踊
り
が
描
か
れ
て

い

る
。
樹
木
の
陰
と
な
っ
て
残
り
の
三
つ
の
灯
籠
が
見
え
な
い
。
灯
籠
上
の
造
り
物

と
し
て
水
車
、
御
座
船
、
牡
丹
、
鳥
居
と
神
社
、
梅
、
桶
に
柳
、
花
瓶
な
ど
が
判
別

で

き
る
。
人
間
が
被
る
こ
と
が
果
た
し
て
可
能
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
台
座
の
灯
籠
が

肥
大
し
て
い
る
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
松
崎
の
事
例
か
ら
考
え
る
と
、
誇
張
表
現
で

は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
造
り
物
に
多
様
な
趣
向
を
求
め
る
風
流
灯
籠
で
あ
る
が
、
そ

の
趣
向
は
村
人
の
発
想
の
み
で
は
な
か
ろ
う
。
『
日
次
記
事
』
に
よ
る
と
、
京
の
町

で

は
十
七
世
紀
中
頃
に
は
、
七
月
一
日
か
ら
「
裁
子
燈
籠
、
台
燈
籠
、
金
燈
籠
草
（
ほ

う
ず
き
）
挑
燈
、
小
行
燈
」
の
盆
灯
籠
の
市
売
り
が
は
じ
ま
っ
た
と
さ
れ
、
す
で
に

灯
籠
づ
く
り
の
業
者
が
市
中
に
存
在
し
て
い
た
。
洛
北
に
お
い
て
も
、
市
中
で
プ
ロ

が
作
っ
た
そ
れ
ら
の
灯
籠
を
買
い
求
め
、
そ
の
造
形
の
ア
イ
デ
ア
や
流
行
の
情
報
を

見
聞
き
し
、
応
用
し
た
も
の
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
踊
り
手
は
十
六
、
七
歳
の
女
性

で
、
白
帷
子
、
頬
被
り
、
赤
色
の
前
垂
れ
の
装
い
と
記
さ
れ
る
。
白
帷
子
と
頬
被
り

は
先
述
し
た
「
十
ニ
ケ
月
風
俗
図
」
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
娘
盛
り
の
体
力
が
な
い
と

大
灯
籠
は
被
け
な
い
と
い
う
現
実
が
あ
る
。
灯
籠
を
被
い
た
踊
り
手
が
輪
に
な
り
、

そ
の
中
間
に
は
、
踊
り
手
と
同
じ
装
束
の
女
性
が
扇
子
を
広
げ
て
腰
を
折
り
、
拍
子

を
取
り
つ
つ
、
踊
り
唄
を
歌
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
桧
皮
葺
き
の
拝
殿
の
周

辺

に
は
、
出
番
を
待
っ
て
い
る
も
の
か
、
す
で
に
踊
り
終
え
た
も
の
か
、
灯
籠
踊
り

と
同
様
の
装
束
の
十
二
、
三
人
の
女
性
が
控
え
て
い
る
。
赤
子
に
乳
を
や
っ
た
り
、

子

ど
も
の
手
を
引
い
た
り
し
て
い
る
女
性
や
、
老
女
も
混
じ
っ
て
い
る
。
こ
の
集
団

は

灯
籠
踊
り
の
交
替
要
員
の
踊
り
手
で
は
な
か
ろ
う
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
灯
籠
踊

り
は
十
六
、
七
歳
の
筋
力
や
跳
躍
力
を
必
要
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
中
年
や

年
配
の
踊
り
手
は
灯
籠
踊
り
以
外
の
手
踊
り
等
を
演
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
桧
皮

葺
の
拝
殿
の
縁
に
鋲
留
め
の
太
鼓
を
据
え
て
、
そ
れ
を
男
が
打
っ
て
い
る
。
そ
の
回

り
で
は
三
人
の
男
が
鉦
を
打
っ
て
い
る
。
左
手
で
直
接
鉦
を
掴
ん
で
い
る
の
で
、
当

り
鉦
、
チ
ャ
ン
チ
キ
、
コ
ン
チ
キ
等
と
呼
ば
れ
る
摺
り
鉦
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
踊

り
の
中
央
に
は
、
向
か
い
合
っ
て
両
手
の
樗
で
輻
鼓
を
打
つ
二
人
、
太
鼓
を
目
の
前

の

人

物
に
持
た
せ
て
叩
く
も
の
、
笛
を
吹
く
男
の
後
姿
（
一
人
）
、
扇
子
を
畳
ん
だ

り
、
広
げ
た
り
、
団
扇
で
あ
お
ぎ
な
が
ら
唄
で
音
頭
を
取
る
ら
し
き
も
の
（
七
人
）

が
描
か
れ

る
。
こ
の
七
人
は
灯
籠
を
被
い
た
踊
り
手
の
中
間
で
踊
っ
て
い
る
女
性
と

同
じ
所
作
で
噺
し
て
い
る
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
見
物
人
に
目
を
転
ず
る
と
、
稚
児
に
酌
を
さ
せ
て
い
る
折
烏
帽
子
の
武
家
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
身
分
の
人
々
が
入
交
じ
っ
て
い
る
様
子
が
わ
か
る
。
『
京
都
府
愛
宕
郡

岩
倉
村
概
誌
』
に
よ
る
と
、
岩
倉
村
内
に
は
武
士
株
と
称
す
る
家
々
が
あ
っ
た
が
、

こ
の
よ
う
な
人
々
を
描
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
町
中
よ
り
の
見
物
で
あ

ろ
う
か
。
本
図
景
観
年
代
時
期
の
人
口
は
分
ら
な
い
が
、
前
述
の
『
土
産
大
神
雑
誌
』

に
よ
る
と
、
明
治
十
年
代
の
長
谷
・
花
園
・
中
村
の
氏
子
は
合
わ
せ
て
二
二
七
戸
と

あ
る
。
明
治
十
年
代
の
『
京
都
府
地
誌
』
に
よ
れ
ば
、
岩
倉
二
二
二
戸
、
一
千
四
十

九

人
、
長
谷
七
十
一
戸
、
三
八
六
人
、
中
村
六
十
八
戸
、
三
八
六
人
、
花
園
四
十
三

戸
、
二
三
〇
人
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
岩
倉
と
他
の
三
村
の
合
計
の
人
口
が
同
じ
く

ら
い
で
あ
る
。

　
灯
籠
踊
り
が
十
二
基
の
灯
籠
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
は
、
一
年
、
十
ニ
ケ
月
の
象

徴
で
あ
ろ
う
が
、
造
り
物
自
体
は
十
ニ
ケ
月
の
季
節
の
趣
向
に
則
っ
て
い
る
よ
う
に

は
思
え
な
い
。
風
流
灯
籠
の
趣
向
に
は
、
著
名
な
故
事
や
物
語
あ
る
い
は
詩
や
歌
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

取
材

し
、
そ
の
一
景
や
心
を
表
現
す
る
主
題
も
あ
る
が
、
十
二
基
か
ら
成
る
長
谷
の

風
流
灯
籠
の
造
り
物
は
、
あ
る
主
題
に
統
一
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
『
日
次

記
事
』
に
は
、
祭
り
当
日
ま
で
造
り
物
の
趣
向
が
秘
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
載
り
、
久

多
に
も
同
様
の
伝
承
が
あ
っ
て
風
流
の
精
神
を
伝
え
て
い
た
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、

主
題
の

統
一
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
十
二
と
い
う
数
は
、
出
来
秋
の
穫
り

入
れ
を
迎
え
る
豊
作
祈
願
の
心
意
と
も
解
釈
で
き
よ
う
。

　

十
二
基
の
灯
籠
踊
り
の
地
域
的
特
性
を
考
え
る
背
景
と
し
て
、
五
山
送
り
火
の
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

型
で

あ
る
万
灯
や
万
灯
籠
と
称
す
る
盆
の
火
の
行
事
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

れ

は
山
上
で
数
多
く
の
盆
の
送
り
火
を
焚
い
て
、
祖
霊
を
供
養
し
、
送
る
行
事
で
あ

り
、
す
で
に
十
五
世
紀
に
は
成
立
し
て
い
た
。
特
に
応
仁
の
乱
が
終
結
し
た
直
後
か
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福原敏男［洛北における盆の風流灯籠踊り］

ら
広
く
姿
を
現
し
た
。
例
え
ば
、
京
都
市
北
区
大
森
（
旧
小
野
郷
）
の
万
灯
は
、
八

月
十
六
日
夜
に
大
ゆ
り
山
（
現
・
火
勢
山
）
で
行
な
い
、
愛
宕
火
・
万
灯
・
大
文
字

の
順
に

点
す
の
が
し
き
た
り
で
あ
っ
た
。
万
灯
の
際
は
、
三
・
四
・
五
個
合
計
十
二

の

松
明
を
三
段
に
セ
ッ
ト
し
、
村
に
向
け
て
ゆ
っ
く
り
回
転
さ
せ
な
が
ら
燃
や
す
。

大
森
の
万
灯
は
火
の
数
に
よ
り
御
十
二
灯
と
も
呼
ば
れ
、
福
井
県
や
京
都
府
に
分
布

す
る
同
種
の
行
事
と
比
較
す
る
と
共
通
点
が
多
い
。
こ
の
よ
う
に
、
万
灯
籠
に
は
十

二

（な
い
し
十
三
）
の
火
を
意
匠
と
す
る
一
つ
の
定
型
が
あ
り
、
植
木
行
宣
は
一
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

を
象
徴
す
る
十
二
灯
型
が
万
灯
籠
の
基
本
で
あ
る
と
推
測
し
て
い
る
。
万
灯
籠
は
さ

ま
ざ
ま
な
意
匠
を
楽
し
む
多
様
な
展
開
を
示
し
、
可
動
式
か
ら
山
の
斜
面
（
地
面
）

へ
固
定
す
る
五
山
送
り
火
へ
展
開
し
た
も
の
も
あ
る
。
一
方
、
可
動
性
の
十
二
灯
型

万
灯
籠
の
趣
向
は
、
京
都
の
栗
田
神
社
、
大
豊
神
社
（
鹿
ヶ
谷
）
、
下
御
霊
神
社
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

祭
礼
に
出
て
い
た
「
十
二
燈
」
や
盆
の
灯
籠
踊
り
へ
も
展
開
し
て
い
っ
た
。
長
谷
八

幡
宮
の
十
二
灯
籠
も
こ
の
系
譜
上
に
位
置
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
先
述
し
た
黒
川
道
祐
の
『
日
次
記
事
』
、
『
北
肉
魚
山
行
記
』
、
『
遠
碧
軒
記
』

に
よ
る
と
、
長
谷
八
幡
宮
の
灯
籠
踊
り
終
了
直
後
、
花
火
が
上
が
っ
た
、
と
あ
る
。

こ
れ
は
盆
の
送
り
火
と
し
て
の
花
火
で
あ
り
、
同
じ
く
旧
盆
の
送
り
時
期
に
、
北
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

に
分
布
す
る
松
上
げ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

⑦
お
わ
り
に

　
京
の
町
か
ら
洛
北
一
体
に
灯
籠
踊
り
が
流
行
し
た
の
は
、
十
七
世
紀
に
入
っ
て
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

ら
の
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
定
説
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
じ
洛
北
と

い
っ

て

も
、
久
多
な
ど
安
曇
川
花
笠
文
化
圏
に
対
し
て
、
岩
倉
・
長
谷
・
花
園
は
町

中
と
地
理
的
に
近
い
。
高
野
な
ど
に
は
室
町
末
期
に
掛
け
踊
り
が
あ
っ
た
記
録
も
あ

る
。
長
谷
八
幡
宮
の
灯
籠
踊
り
の
成
立
に
つ
い
て
、
室
町
時
代
の
記
録
が
な
い
た
め
、

十
七
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
伝
播
で
あ
る
、
と
断
じ
て
し
ま
う
こ
と
は
本
稿
で
は
避

け
た
い
と
思
う
。

註
（
1
）
　
植
木
行
宣
『
山
・
鉾
・
屋
台
の
祭
り
1
風
流
の
開
花
』
第
四
章
「
風
流
の
世
紀
」
（
白
水

　
　
社
、
二
〇
〇
一
年
）
を
参
照

（
2
）
　
今
川
文
雄
訳
『
訓
読
明
月
記
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
七
年

（
3
）
　
「
盆
踊
」
『
邦
楽
百
科
辞
典
』
音
楽
之
友
社
、
一
九
八
四
年

（
4
）
　
女
性
が
被
る
金
灯
籠
は
幻
想
的
な
幽
玄
美
を
醸
し
出
し
、
観
光
に
一
役
か
っ
て
い
る
が
、

　
　
金
灯
籠
自
体
は
ご
く
新
し
い
趣
向
で
あ
る
。
元
々
、
山
鹿
の
灯
籠
は
全
て
紙
細
工
で
一
本
の

　
　
骨
も
用
い
な
い
。
そ
の
大
掛
か
り
で
精
巧
な
細
工
に
は
誰
も
が
目
を
見
張
る
。
八
月
一
五
日
、

　
　
町
内
ご
と
に
、
宮
造
り
・
座
敷
造
り
・
灯
籠
人
形
・
春
日
灯
籠
な
ど
が
展
示
さ
れ
、
夕
方
に

　
　
灯
り
が
点
さ
れ
る
。
菊
池
川
河
畔
で
は
花
火
が
打
ち
上
げ
ら
れ
、
灯
籠
盆
踊
り
が
行
な
わ
れ

　
　
る
。
翌
十
六
日
の
真
夜
中
に
「
上
り
灯
籠
」
に
な
り
、
各
町
内
の
技
巧
を
凝
ら
し
た
灯
籠
を

　
　
若
者
た
ち
が
担
ぎ
、
「
ハ
イ
灯
籠
」
と
い
う
掛
け
声
で
町
を
練
り
、
最
後
に
大
宮
神
社
に
く

　
　
り
込
む
。
『
中
陵
漫
録
　
五
』
と
い
う
史
料
に
よ
る
と
、
江
戸
時
代
、
山
鹿
の
宿
駅
の
人
が

　
　
毎
年
旧
七
月
十
六
日
の
夜
、
分
限
次
第
で
、
各
々
、
長
さ
は
二
、
三
間
、
幅
二
間
く
ら
い
の

　
　
灯
籠
を
出
し
た
。
造
り
物
は
船
、
柴
居
、
唐
船
な
ど
、
皆
巧
み
な
細
工
で
あ
る
。
こ
れ
を
社

　
　
前
よ
り
三
丁
目
ば
か
り
の
間
に
引
き
出
し
、
左
右
の
路
傍
は
見
物
人
で
一
杯
で
あ
っ
た
。
熊

　
　
本
よ
り
の
見
物
も
多
く
、
こ
の
細
工
は
国
禁
に
よ
り
、
他
国
に
行
っ
て
作
為
す
る
こ
と
は
禁

　
　
じ
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
。
（
本
田
安
次
『
語
り
物
・
風
流
』
木
耳
社
、
一
九
七
〇
年
）

（
5
）
　
註
（
3
）
を
参
照

（
6
）
　
小
寺
融
吉
『
郷
土
芸
能
と
盆
踊
』
桃
践
書
房
、
一
九
四
一
年

（
7
）
　
『
日
本
の
伝
統
芸
能
』
錦
正
社
、
一
九
九
〇
年

（
8
）
　
『
念
仏
芸
能
と
御
霊
信
仰
』
名
著
出
版
、
一
九
九
二
年

（
9
）
　
「
京
都
府
の
盆
行
事
」
文
化
庁
文
化
財
保
護
部
編
『
民
俗
資
料
選
集
m
』
国
土
地
理
協
会
、

　
　
一
九
九
八
年

　
　
「
京
都
の
盆
行
事
」
『
京
都
市
歴
史
資
料
館
紀
要
』
十
号
、
一
九
九
二
年

（
1
0
）
　
「
京
都
の
盆
踊
り
」
八
木
透
編
『
京
都
の
夏
祭
り
と
民
俗
信
仰
』
昭
和
堂
、
二
〇
〇
二
年

（
1
1
）
　
厳
原
町
教
育
委
員
会
編
「
対
馬
厳
原
の
盆
踊
』
第
四
章
「
対
馬
の
盆
踊
の
特
色
」
、
一
九

　
九
九
年

（
1
2
）
　
森
末
義
彰
「
盆
踊
の
研
究
」
『
宗
教
研
究
』
一
〇
1
一
、
一
九
三
三
年
、
山
路
興
造
「
風

　

流
踊
」
芸
能
史
研
究
会
編
『
日
本
芸
能
史
』
四
（
中
世
～
近
世
）
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一

　

九

八
五
年
と
植
木
行
宣
註
（
1
）
、
京
都
市
史
編
纂
室
編
『
京
都
の
歴
史
』
四
、
平
凡
社
、

　
　
一
九
七
九
年
を
参
照
し
た
。

（
1
3
）
　
註
（
1
）
を
参
照

（
1
4
）
　
桑
島
禎
夫
「
風
流
燈
篭
の
考
察
」
『
芸
能
史
研
究
』
四
、
一
九
六
四
年

517
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（
1
5
）
　
京
都
や
奈
良
の
風
流
踊
り
が
西
日
本
各
地
に
伝
播
し
、
民
俗
芸
能
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い

　
　
る
。
雨
乞
い
な
ど
の
目
的
で
踊
ら
れ
た
風
流
踊
り
の
多
く
に
、
か
つ
て
の
輪
踊
り
の
「
側
踊

　
　
り
」
を
失
っ
て
い
る
事
例
が
見
ら
れ
る
。
（
以
下
は
前
掲
山
路
興
造
「
風
流
踊
」
（
1
2
）
に
よ

　
　
る
）
太
鼓
踊
り
・
輻
鼓
踊
り
・
花
踊
り
な
ど
と
呼
ば
れ
る
、
美
し
い
神
離
（
装
飾
）
を
背
に

　
　
負
っ
た
風
流
踊
り
は
、
輪
踊
り
の
「
中
踊
り
」
が
残
存
し
、
固
定
化
し
た
も
の
が
多
い
。
ま

　
　
た
、
近
世
中
期
以
降
の
盆
踊
り
口
説
き
の
流
行
に
よ
り
、
輪
踊
り
の
「
側
踊
り
」
が
独
立
し

　
　
て
、
櫓
太
鼓
と
音
頭
を
囲
む
盆
踊
り
と
な
っ
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
、
か
つ
て
の
風
流
踊
り
の

　
　
「
中
踊
り
」
が
残
っ
た
も
の
が
民
俗
芸
能
の
風
流
踊
り
系
の
も
の
で
、
「
側
踊
り
」
が
独
立
し

　
　
た
の
が
現
在
多
数
を
占
め
る
輪
踊
り
形
式
の
盆
踊
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
和
田
修
が
指
摘
す

　
　
る
（
1
1
）
よ
う
に
、
地
方
に
分
布
す
る
全
て
の
風
流
系
芸
能
が
、
い
っ
た
ん
完
成
し
た
風
流

　
　
踊
り
か
ら
、
あ
る
要
素
が
独
立
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・

　
　
ケ
ー
ス
で
あ
る
の
が
、
現
実
で
あ
る
。

（
1
6
）
　
「
洛
北
の
盆
踊
」
京
都
府
教
育
委
員
会
編
『
京
都
府
の
民
俗
芸
能
』
、
二
〇
〇
〇
年

（
1
7
）
　
「
歳
旦
風
物
図
に
就
て
」
『
美
術
研
究
』
二
五
、
一
九
三
四
年

（
1
8
）
　
「
風
俗
十
二
図
帖
と
土
佐
久
翌
」
『
國
華
』
八
二
三
、
一
九
六
〇
年

（
1
9
）
　
「
十
ニ
ケ
月
風
俗
図
」
『
三
彩
』
一
二
六
、
一
九
六
〇
年

（
2
0
）
　
『
大
和
文
華
』
三
七
、
］
九
六
二
年

（
2
1
）
　
『
山
口
蓬
春
記
念
館
研
究
紀
要
』
第
二
号
、
二
〇
〇
一
年

（
2
2
）
　
同
①
年
中
行
事
、
小
学
館
、
一
九
八
三
年

（
2
3
）
　
前
掲
（
1
2
）
「
風
流
踊
」

（
2
4
）
　
田
中
緑
紅
「
京
都
の
盆
踊
」
『
郷
土
風
景
』
二
　
八
、
一
九
三
三
年
八
月
、
『
緑
紅
叢
書
三

　
　
の

一　
京
の
お
盆
と
盆
踊
り
』
京
を
語
る
会
編
、
一
九
五
九
年
、
芸
能
史
研
究
会
編
『
久
多

　
　
の

花
笠
調
査
報
告
書
』
、
一
九
七
四
年

（
2
5
）
　
「
洛
北
の
風
流
と
花
」
『
芸
能
史
研
究
』
四
〇
、
一
九
七
三
年

（
2
6
）
　
前
掲
『
京
の
お
盆
と
盆
踊
り
』
、
八
瀬
村
役
場
「
赦
免
地
踊
り
」
『
民
俗
芸
術
』
三
ー
二
、

　
　
萩
原
秀
三
郎
「
赦
免
地
踊
り
」
『
芸
能
』
八
－
一
二
、
一
九
六
六
年

（
2
7
）
　
「
山
城
・
久
多
花
笠
踊
」
『
室
町
芸
能
史
論
考
』
三
弥
井
書
店
、
］
九
八
四
年

（
2
8
）
　
前
掲
『
久
多
の
花
笠
調
査
報
告
書
』

（2
9
）
　
同
右

（
3
0
）
　
山
城
地
方
に
目
を
転
ず
る
と
、
京
都
府
綴
喜
郡
宇
治
田
原
町
湯
屋
谷
の
盆
踊
り
が
灯
籠
を

　
　

用
い
る
。
一
九
八
二
年
の
京
都
府
立
山
城
郷
土
資
料
館
『
祈
り
と
く
ら
し
』
展
で
紹
介
さ
れ

　
　

た
。
京
都
府
教
育
委
員
会
の
委
嘱
に
よ
り
、
一
九
九
七
～
九
九
年
の
三
年
間
の
調
査
が
実
施

　
　

さ
れ
、
二
〇
〇
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
京
都
府
の
民
俗
芸
能
』
に
お
い
て
、
横
出
洋
二
氏
が

　
　
報
告

を
執
筆
し
て
い
る
。
湯
屋
谷
の
盆
踊
り
は
、
毎
年
八
月
の
地
蔵
盆
に
金
剛
山
地
蔵
院
長

　
　
福
寺
境
内
で
夜
踊
ら
れ
る
。
集
落
が
四
つ
の
谷
に
分
か
れ
、
各
谷
ご
と
に
制
作
し
た
灯
籠
を

　

寺
の
境
内
に
献
灯
し
、
そ
こ
で
盆
踊
り
を
踊
る
。
灯
籠
は
当
屋
の
家
に
戸
主
が
寄
っ
て
作
る
。

　

灯
籠
は
四
角
の
木
枠
に
和
紙
を
張
り
、
中
央
に
竹
竿
を
通
し
た
も
の
で
、
長
細
い
形
の
も
の

　

と
、
平
た
い
も
と
の
二
種
類
あ
る
。
ロ
ー
ソ
ク
は
底
板
に
突
き
刺
し
た
釘
に
立
て
る
。
木
枠

　
　
は
毎
年
同
じ
物
を
使
い
、
和
紙
だ
け
張
り
替
え
る
。
平
た
い
灯
籠
に
は
特
徴
が
二
つ
あ
り
、

　
　
一
つ
は
ナ
ス
ビ
・
キ
ュ
ウ
リ
・
ト
ウ
ガ
ン
・
ト
ウ
ガ
ラ
シ
な
ど
各
種
野
菜
で
工
夫
し
て
作
っ

　
　
た
そ
の
年
の
干
支
の
動
物
を
飾
る
こ
と
、
も
う
一
つ
は
和
紙
の
四
面
に
豊
作
祈
願
や
時
世
を

　

風
刺
し
た
内
容
の
歌
を
記
す
こ
と
で
あ
る
。
夕
方
、
灯
籠
が
出
来
上
が
る
と
当
屋
の
接
待
で

　

会
食
し
、
し
ば
ら
く
し
て
当
屋
他
二
、
三
人
で
灯
籠
を
寺
に
運
び
、
各
谷
が
境
内
の
一
角
に

　
　
並
べ
て
立
て
る
。
八
時
ご
ろ
か
ら
寺
の
本
堂
で
法
要
が
始
ま
る
。
本
尊
の
前
に
安
置
さ
れ
た

　
　
木
造
の
地
蔵
菩
薩
立
像
の
前
で
住
職
が
読
経
し
て
供
養
す
る
。
地
蔵
の
前
に
は
、
風
車
、
ス

　
　
イ
カ
、
野
菜
を
竹
軸
で
組
ん
だ
も
の
を
た
く
さ
ん
供
え
る
。
法
要
の
後
、
江
州
音
頭
に
よ
る

　
　
盆
踊
り
が
行
わ
れ
る
。
昔
は
青
年
団
が
主
催
し
、
境
内
に
四
角
い
櫓
を
組
み
、
寄
附
を
募
っ

　
　
て
桜
川
某
と
い
う
音
頭
取
り
を
呼
ん
だ
。
こ
の
灯
籠
に
は
時
世
を
風
刺
し
た
、
当
座
性
の
風

　
　
流
が
残
っ
て
い
る
。

（
3
1
）
　
『
京
都
古
習
誌
』
地
人
書
館
、
一
九
四
三
年

（
3
2
）
　
註
（
1
6
）
を
参
照

（
3
3
）
　
同
右

（
3
4
）
　
同
右

（
3
5
）
　
葛
西
善
三
郎
「
盆
踊
り
」
『
洛
北
岩
倉
研
究
』
四
、
二
〇
〇
〇
年
、
初
出
『
虹
の
あ
と
』

　
　
皿
、
一
九
九
七
年

（
3
6
）
　
同
右

（
3
7
）
　
中
村
治
「
明
治
時
代
以
前
の
長
谷
・
中
・
花
園
村
の
祭
」
（
岩
倉
北
小
創
立
二
十
周
年
記

　
　
念
事
業
委
員
会
編
『
洛
北
岩
倉
誌
』
一
九
九
五
年
）

（
3
8
）
　
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
九
巻
、
三
一
書
房
、
一
九
六
九
年

（
3
9
）
　
『
続
日
本
随
筆
大
成
』
別
巻
「
民
間
風
俗
年
中
行
事
上
」
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年

（
4
0
）
　
同
宮
の
本
社
正
面
に
は
、
黒
馬
と
そ
れ
を
曳
く
二
人
の
人
物
を
描
い
た
、
慶
長
七
年
二

　
　
六

〇
二
）
「
八
月
十
口
」
と
「
奉
掛
御
宝
前
」
の
銘
を
持
つ
扁
額
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
放

　
　
生
会

に
奉
納
さ
れ
た
扁
額
と
推
測
さ
れ
る
。

（
4
1
）
　
前
掲
（
3
1
）
『
京
都
古
習
誌
』
に
よ
る
と
、
社
殿
は
下
鴨
の
河
合
社
の
旧
殿
を
い
た
だ
い

　
　
て

き
た
、
と
い
う
伝
承
が
あ
る
。

（
4
2
）
　
長
谷
八
幡
宮
社
家
『
伊
佐
義
武
家
文
書
』

（
4
3
）
　
中
村
治
前
掲
「
明
治
時
代
以
前
の
長
谷
・
中
・
花
園
村
の
祭
」
、
「
長
谷
を
た
ず
ね
て
」
（
『
洛

　
　
北
岩
倉
研
究
』
二
、
一
九
九
八
年
）
に
よ
る
と
、
江
戸
時
代
、
次
の
よ
う
な
宮
座
構
成
で
あ
っ
た
。

　
　
　
蔭
山
座
　
十
六
軒
　
蔭
山
神
社
・
恵
尊
院
（
浄
土
宗
）
に
属
す

　
　
　
新
座
　
　
二
十
軒
　
長
谷
八
幡
宮
・
地
蔵
院
（
浄
土
宗
）
に
属
す
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両
方
の

座

に
は
各
五
名
の
宮
役
が
お
り
、
そ
の
最
年
長
を
そ
れ
ぞ
れ
一
和
尚
（
い
ち
ば
ん

　
　

じ
ょ
う
）
と
呼
ん
だ
。
新
座
に
は
長
谷
の
二
十
軒
の
他
に
、
花
園
と
中
が
属
し
て
い
た
よ
う

　
　

で
、
新
座
の
一
和
尚
は
長
谷
、
花
園
、
中
の
順
で
あ
た
っ
た
。
蔭
山
座
と
新
座
は
戸
数
の
上

　
　
で

は
ず
い
ぶ
ん
差
が
あ
っ
た
が
、
役
職
は
対
等
に
あ
た
っ
た
。
蔭
山
座
の
首
席
が
一
和
尚
と

　
　
な
り
、
新
座
の
首
席
が
二
和
尚
を
勤
め
る
と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

（
4
4
）
　
註
（
1
）
参
照
。

（
4
5
）
　
同
右

（
4
6
）
　
同
右

（
4
7
）
　
田
中
緑
紅
『
ふ
る
さ
と
の
祭
り
と
行
事
』
京
を
語
る
会
、
一
九
六
九
年

（
4
8
）
　
柱
松
と
も
呼
ば
れ
る
松
上
げ
は
、
村
の
広
場
に
長
さ
二
十
メ
ー
ト
ル
近
い
ト
ロ
ギ
（
灯
籠

　
　
木
）
を
立
て
、
先
端
に
傘
状
の
籠
を
取
り
付
け
、
村
の
男
た
ち
が
「
上
げ
松
」
と
呼
ば
れ
る

　
　
松
明
を
投
げ
上
げ
て
、
火
を
つ
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
（
『
あ
る
く
み
る
き
く
』
一
六
八
、

　
　
北

山
の
松
上
げ
行
事
、
一
九
八
］
年
二
月
）
。
ま
た
、
長
谷
に
お
け
る
灯
籠
踊
り
構
成
村
の

　
　
一
つ
で
あ
る
岩
倉
の
石
座
神
社
で
は
、
季
節
は
違
う
が
松
明
の
神
事
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
　
『
京
都
府
愛
宕
郡
岩
倉
村
概
誌
』
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。
毎
年
十
月
二
十
二
日
夜
に
行
な

　
　
わ
れ
る
。
毎
年
、
中
在
地
と
忠
在
地
の
二
つ
の
小
字
ご
と
に
輪
番
が
あ
り
、
当
番
が
石
座
神

　
　
社
前

に
て
雌
雄
の
大
蛇
の
形
を
し
た
松
明
を
作
る
。
そ
の
藁
の
結
び
方
は
、
平
年
の
場
合
は

　
　
十
ニ
カ
所
を
結
ぶ
。
閏
年
は
十
三
カ
所
で
あ
る
。
そ
の
丈
約
七
間
、
廻
り
約
十
五
尺
、
古
く

　
　
は
十
三
間
で
あ
っ
た
。
大
雲
寺
の
法
師
と
神
社
の
神
人
に
よ
る
式
の
後
、
神
人
は
神
前
の
灯

　
　
火
を
下
し
、
松
明
の
左
よ
り
右
へ
火
を
点
じ
て
暁
に
至
る
。
長
谷
に
関
し
て
は
前
掲
「
土
産

　
　
大
神
雑
誌
」
に
よ
る
と
、
明
治
十
六
年
八
月
の
こ
と
と
し
て
、
雨
乞
い
の
た
め
に
長
谷
と
中

　

村
が
字
小
松
原
山
上
へ
松
明
を
上
げ
る
記
事
が
あ
っ
た
。

（
4
9
）
　
前
掲
『
京
都
の
歴
史
』
四
な
ど
。

（付
記
）

　
長
谷
の
現
地
調
査
は
二
〇
〇
二
年
二
月
十
六
日
に
行
な
っ
た
。
長
谷
八
幡
宮
社
家
伊
佐
家
文
書

の

調
査

は
京
都
市
歴
史
資
料
館
の
紙
焼
き
を
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
同
資
料
館
に
感
謝
申
し

上
げ

ま
す
。
ま
た
、
先
行
研
究
と
し
て
植
木
行
宣
先
生
と
山
路
興
造
先
生
の
業
績
に
負
う
と
こ
ろ

が
非
常
に
大
き
か
っ
た
。
末
筆
な
が
ら
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
な
お
、
本
研
究
は
文
部
科

学
省
研
究
補
助
金
、
基
盤
研
究
C
「
山
車
等
の
祭
礼
シ
ン
ボ
ル
ー
祭
礼
風
流
ー
の
造
形
に
関
す
る

民
俗
学
的
調
査
研
究
」
（
課
題
番
号
二
二
六
一
〇
三
七
一
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
日
本
女
子
大
学
人
間
社
会
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（二
〇
〇
三
年
三
月
一
五
日
受
理
、
二
〇
〇
三
年
六
月
二
六
日
審
査
終
了
）
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BoηLantem　I）ance　in　Northem　Kyoto

Fum㎜Toshio

　　　The　Picture　of　the　Nagatani　Hachimangu　Decorated　Lantern（風流灯籠）Dance，　one　page　of

adocument　held　in　the　collection　of　the　National　Museum　of　Japanese　History，　is　an　illustration

of　the　decorated　lantern　dance　of　Northern　Kyoto．　This　bon　lantern　dance　was　performed　in　the

Nagatani　Hachimangu　shrine　situated　in　the　east　of　the　Iwakura　basin　in　Sakyo－ku，　Kyoto．　Al－

though　this　tradition　has　disapPeared　today，　participants　included　not　only　people　living　in　the

settlement　of　Nagatani，　but　villagers　living　in　Iwakura，　Hanazono　and　Nakamura　as　well．　Various

different　motifs　were　made　for　the　lanterns，　including　water　mills，　boats　used　by　the　imperial

family　and　the　elite，　peonies，　torii　gates　and　shrines，　plums，　camellias，　willows　in　tubs，　and　vases．

The　lanterns　have　a　thick　base　so　as　to　make　it　impossible　for　people　to　put　on　them．　As　for　per－

forming　arts　staged　in　Kyoto　during　Bon　today，　there　is　the　Rokusai　in　southwest　Kyoto，　and　the

Amitabha　Buddha　Nembutsu　dance　and　the　Nichiren　Sect　Daimoku　dance　in　northeastern

Kyoto．　Themes　from　the　elaborate　dances　of　the　Early　Modern　Period　that　were　popular　in　ur－

ban　Kyoto　up　to　the　16　th　century　remain　alive　in　the　Rokusai　stick　dance（Chudo－ji　temple　and

Mibu）and　the　Yasurai－hana　of　Imamiya．　Traces　of　the　lantern　dance　are　to　be　found　in　only　the

north　of　Kyoto　in　rural　villages　located　along　the　Wakasa　highway　along　the　Takano　River．　To－

day，　there　are　but　two　dances　that　carry　on　the　lantern　dance　legacy．　These　are　the　Hanagasa

dance　of　Kuta　in　Sakyo－ku，　and　the　Shamenchi　dance　in　Yase，　also　in　Sakyo－ku．　Viewed　from　the

standpoint　of　documents　and　illustrated　materials　from　the　Early　Modern　Period，　a　Bon　deco－

rated　lantern　dance　filled　with　the　Muromachi　spirit　was　also　performed　at　Nagatani　Hachi－

mangu．

520


