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に

0
薩
摩
地
方
の
太
鼓
踊
り
の
特
色

●

研
究史

③
鹿
児
島
城
下
諏
訪
神
社
祭
礼

④
画
像
資
料
の
検
討
と
参
加
地
域
の
伝
承

⑤
画
像資
料
の
太
鼓
と
徳
重
の
大
バ
ラ
太
鼓
踊
り

⑥

練
物と
太
鼓
踊
り

お
わ
り
に

［論文
要
旨
］

　鹿
児
島
県
薩
摩
地
方
に
お
け
る
民
俗
芸
能
に
つ
い
て
、
分
布
上
特
徴
的
で
あ
る
の
は
太
鼓
踊
り
で
　
　
　
立
博
物
館
蔵
）
を
紹
介
す
る
。
こ
れ
は
、
七
月
の
御
射
山
祭
礼
に
お
い
て
、
谷
山
や
桜
島
を
は
じ
め

あ
る
。
姿
形
、
踊
り
の
隊
形
、
踊
り
手
が
背
負
う
装
飾
、
踊
る
時
期
な
ど
、
多
種
多
様
か
つ
複
雑
で
　
　
　
と
す
る
鹿
児
島
近
郊
の
村
落
が
、
十
数
日
に
わ
た
っ
て
次
々
と
太
鼓
踊
り
を
諏
訪
神
社
や
周
辺
の
寺

あ
る
。
大
局
的
に
み
る
と
、
姿
形
や
踊
り
の
形
式
は
、
西
日
本
各
地
の
風
流
系
太
鼓
踊
り
と
共
通
し
　
　
　
に
奉
納
し
た
百
姓
踊
り
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
伝
承
は
途
絶
え
て
久
し
い
が
、
従
来
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
や
し
も
の

て

い
る
。
芸
能
史
的
に
は
、
京
都
周
辺
に
お
い
て
「
歌
謡
が
未
発
達
で
噺
子
詞
中
心
の
拍
物
」
か
　
　
　
踊
り
の
画
像
資
料
と
し
て
は
『
倭
文
麻
環
』
と
『
薩
摩
風
土
記
』
所
載
図
が
知
ら
れ
て
い
る
。
本
稿

ら
、
「
長
編
の
物
語
歌
や
組
歌
形
式
の
小
歌
を
う
た
う
風
流
踊
り
（
太
鼓
踊
り
）
」
へ
発
達
し
た
も
の
　
　
　
に
お
い
て
は
こ
れ
に
加
え
て
、
『
薩
摩
国
諏
訪
社
祭
礼
練
物
図
』
を
検
討
し
た
結
果
、
能
な
ど
の
趣

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
薩
摩
地
方
に
お
け
る
太
鼓
踊
り
の
特
色
は
、
先
学
諸
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
　
　
　
向
の
練
物
が
太
鼓
踊
り
を
先
導
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
大
太
鼓
が
詳
細
に
描
か
れ
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
み
な
か
た

う
に
、
諏
訪
（
南
方
）
神
社
へ
の
奉
納
太
鼓
踊
り
に
顕
著
に
み
ら
れ
る
。
薩
摩
地
方
に
お
け
る
諸
諏
　
　
　
伊
集
院
町
徳
重
の
妙
円
寺
詣
に
お
け
る
太
鼓
と
酷
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
徳
重
と
同
様
に
、
音
を

訪
神
社
の
太
鼓
踊
り
の
伝
播
と
定
着
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
が
、
鹿
児
島
城
下
諏
訪
神
社
へ
の
　
　
　
聞
く
よ
り
も
「
巨
大
さ
を
見
る
太
鼓
踊
り
」
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
同
祭
礼
の
太
鼓
踊
り
は

太
鼓
踊り
奉
納
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
太
鼓
と
矢
旗
（
踊
り
手
が
背
負
う
装
飾
）
の
「
形
象
の
風
流
」
を
楽
し
む
も
の
で
あ
っ
た
と
結
論

　
本
稿は
近
世
後
期
の
鹿
児
島
城
下
諏
訪
神
社
祭
礼
に
お
い
て
、
近
郷
百
姓
に
よ
る
太
鼓
踊
り
が
ど
　
　
　
　
づ
け
た
。

のよ
う
に
奉
納
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
に
、
『
薩
摩
国
諏
訪
社
祭
礼
練
物
図
』
（
東
京
国

6
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は
じ
め
に

　
日
本
の
民
俗
芸
能
の
分
布
を
考
え
る
時
、
植
木
行
宣
氏
に
よ
る
「
民
俗
芸
能
分
布

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

圏
試
論
－
丹
後
に
お
け
る
風
流
踊
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
は
、
風
流
踊
り
に
限
ら
ず
、
民

俗
芸
能
一
般
に
関
し
て
非
常
に
重
要
な
提
言
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
　
民
俗
芸
能
は
、
全
国
を
見
わ
た
し
て
も
二
、
三
の
伝
承
し
か
な
い
と
い
っ
た
も

　
　
の

は
比
較
的
少
な
い
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
一
定
地
域
に
集
中
し
面
を
な
し
て
分

　
　
布
す
る
の
が
大
き
な
特
色
で
あ
る
。
（
中
略
）
そ
の
分
布
は
そ
れ
ぞ
れ
に
一
つ

　
　
の

圏
域
を
な
す
と
と
も
に
、
そ
の
グ
ル
ー
プ
は
（
中
略
）
周
域
の
も
の
と
連
な
っ

　
　
て

よ
り
大
き
な
圏
域
を
形
成
し
、
そ
れ
は
つ
い
に
全
国
を
一
つ
の
圏
域
と
す
る

　
　
風
流
踊
圏
に
包
摂
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
類
似
点
の
み
を
追
う
な
ら
ば
こ

　
　
の

よ
う
に
そ
れ
ら
は
、
す
べ
て
同
一
の
芸
能
文
化
と
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
差

　
　
異

を
問
え
ば
圏
域
ご
と
に
多
彩
な
変
化
を
見
せ
る
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
そ
こ

　
　
で

は
ま
ず
面
と
し
て
そ
れ
を
把
握
し
、
面
を
資
料
化
す
る
作
業
が
必
要
で
あ
る
。

　
　
そ
の
作
業
は
第
一
に
分
布
の
情
況
に
応
じ
て
地
域
的
ま
と
ま
り
、
圏
域
を
指
定

　
　
し
、
第
二
に
圏
域
ご
と
の
タ
イ
プ
を
抽
出
し
（
典
型
化
）
、
そ
の
う
え
で
、
第

　
　
三

に
他
タ
イ
プ
と
の
比
較
検
討
を
行
う
と
い
う
、
段
階
的
検
討
を
要
請
す
る
と

　
　

さ
れ
よ
う
。
と
と
も
に
ま
た
そ
こ
で
、
個
々
に
お
け
る
差
異
を
見
る
視
角
が
問

　
　

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
差
異
こ
そ
、
そ
の
圏
域
が
伝
来
の
タ
イ
プ
の
ど
の
部

　
　
分
を
選
択
し
、
何
を
捨
て
た
か
（
加
え
た
）
か
を
語
る
も
の
で
あ
り
、
一
方
で

　
　

は
ま
た
芸
能
文
化
の
時
代
的
層
位
を
反
映
す
る
も
の
と
し
て
多
く
の
示
唆
を
含

　
　

む
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
単
に
芸
能
史
に
民
俗
芸
能
を
位
置
づ
け
て
ゆ
く
に
と
ど

　
　

ま
ら
ず
、
そ
れ
を
地
域
文
化
と
し
て
お
さ
え
直
す
視
覚
を
も
与
え
て
く
れ
る
は

　
　
ず
で
あ
る
。
分
布
を
論
じ
る
意
味
も
そ
こ
に
あ
る
。

　
鹿
児
島
県
に
お
け
る
民
俗
芸
能
の
分
布
上
の
特
徴
は
棒
踊
り
と
太
鼓
踊
り
に
あ
る
。

例
え
ば
、
所
崎
平
氏
に
よ
る
と
、
鹿
児
島
の
太
鼓
踊
り
は
現
在
約
一
八
〇
ヶ
所
で
伝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

承
さ
れ
て
お
り
、
最
盛
期
の
幕
末
に
は
約
二
五
〇
ヶ
所
で
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。

　
そ
れ
だ
け
に
姿
形
、
踊
り
の
隊
形
、
背
負
う
矢
旗
、
踊
る
時
期
な
ど
、
多
種
多
様

で
複
雑
化

し
て
お
り
、
南
九
州
の
民
俗
調
査
に
生
涯
を
捧
げ
た
小
野
重
郎
氏
は
晩
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

の

著
作
集
の
「
あ
と
が
き
」
で
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
太
鼓
踊

り
は
棒
踊
り
と
と
も
に
南
九
州
の
民
俗
芸
能
の
双
壁
で
あ
る
。
棒
踊
り

　
　
の

単
純
明
快
に
対
し
て
、
太
鼓
踊
り
は
複
雑
多
様
で
あ
る
。
ほ
ぼ
わ
か
っ
て
い

　
　

る
こ
と
は
鉦
と
太
鼓
の
楽
で
、
水
神
や
御
霊
や
祖
霊
な
ど
諸
々
の
霊
を
慰
め
楽

　
　

し
ま
せ
る
の
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
だ
け
で
、
そ
の
ほ
か
に
は
一
つ
と
し
て

　
　
共
通
性
を
持
た
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
せ
め
て
鹿
児
島
県
下
の
太
鼓
踊
り
だ
け

　
　
で

も
分
類
し
系
譜
付
け
で
き
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

　
多
様
な
太
鼓
踊
り
を
分
類
す
る
こ
と
は
小
野
氏
を
も
っ
て
し
て
も
難
し
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
が
、
胸
に
太
鼓
を
付
け
、
背
に
指
物
を
た
て
る
形
や
そ
の
踊
り
の
形
式
は
、

大
局
的
に
み
る
と
、
西
日
本
各
地
の
風
流
系
太
鼓
踊
り
と
共
通
し
て
い
る
。
従
来
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

鹿
児
島
県
教
育
委
員
会
な
ど
に
よ
る
調
査
報
告
も
多
く
、
研
究
の
蓄
積
も
多
い
と
い

え
よ
う
。
ま
た
、
松
原
武
実
氏
に
よ
る
『
鹿
児
島
県
地
区
別
民
俗
芸
能
要
覧
　
薩
摩
・

　
　
（
5
）

大

隅
編
』
は
個
人
に
よ
る
デ
ー
タ
集
積
と
し
て
は
精
緻
を
極
め
て
お
り
、
多
く
の
太

鼓
踊
り
デ
ー
タ
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
太
鼓
踊

り
は
地
域
に
よ
っ
て
は
か
ん
こ
（
輻
鼓
）
踊
り
、
臼
太
鼓
、
楽
打
、
小
歌

踊

り
な
ど
の
名
称
も
あ
る
が
、
鹿
児
島
県
の
太
鼓
踊
り
の
特
性
を
浮
き
彫
り
に
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

た
め
に
、
ま
ず
伊
東
久
之
氏
に
よ
る
太
鼓
踊
り
に
関
す
る
定
義
を
示
し
て
お
こ
う
。

　
　
太
鼓
や

鞠
鼓
を
打
っ
て
群
舞
す
る
民
俗
芸
能
の
総
称
。
太
鼓
を
伴
う
踊
り
は
全

　
　
国
的
に
分
布
す
る
が
、
西
日
本
一
帯
に
広
く
分
布
す
る
風
流
系
の
太
鼓
踊
り
を

　
　

さ
す
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
ら
は
、
踊
り
手
た
ち
が
太
鼓
や
輻
鼓
を
腹
の
あ
た
り

　
　

に
く
る
よ
う
に
肩
か
ら
下
げ
、
両
手
の
援
で
打
ち
、
作
り
花
や
飾
り
の
つ
い
た

　
　
竹
な
ど
を
背
負
っ
て
踊
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
踊
る
目
的
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ

　
　

る
。
雨
乞
い
踊
り
は
雨
乞
い
祈
願
や
そ
の
返
礼
に
踊
る
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
を

　
　

大

踊
・
小
踊
と
区
別
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
盆
踊
り
に
太
鼓
踊
り
を
踊
る
と
こ
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う
も
あ
り
、
武
士
の
戦
勝
記
念
に
始
っ
た
と
い
う
伝
説
を
も
つ
も
の
も
あ
る
。

　
　

ま
た
、
害
虫
駆
除
や
疫
病
防
御
の
目
的
で
踊
る
場
合
も
あ
る
。
（
中
略
）
太
鼓

　
　

以
外
に
は
笛
・
銅
拍
子
・
ス
リ
ザ
サ
ラ
（
摺
り
莞
）
な
ど
の
楽
器
を
用
い
る
。

　
　

ま
た
、
多
く
は
中
世
末
に
起
源
を
持
つ
小
歌
を
伴
う
の
で
小
歌
踊
り
の
一
種
で

　
　

も
あ
る
。
（
中
略
）
踊
り
の
一
行
は
行
列
を
組
ん
で
道
行
を
し
、
家
々
の
庭
や

　
　
寺
社
の
境
内
で
適
当
な
数
曲
を
踊
っ
て
次
の
場
所
へ
移
動
す
る
。
踊
り
場
へ
は

　
　

入
り
端
の
曲
で
練
り
込
み
、
曲
に
よ
っ
て
一
列
に
並
ん
だ
り
、
円
陣
を
組
ん
だ

　
　

り
し
て
踊
る
。
二
重
の
円
を
作
っ
て
側
踊
り
と
中
踊
り
と
が
別
の
動
作
で
踊
る

　
　

こ
と
も
あ
る
。
踊
り
手
は
拍
子
に
合
わ
せ
て
足
を
踏
み
出
し
、
横
を
向
い
た
り

　
　

引
き
下
が
っ
た
り
し
、
同
時
に
援
を
持
つ
手
で
大
き
な
動
作
を
取
っ
た
り
、
援

　
　

を
器
用
に
廻
し
た
り
し
な
が
ら
太
鼓
の
腹
や
縁
を
打
つ
。
時
折
見
せ
る
跳
ね
る

　
　
動
作
や
前
か
が
み
を
す
る
所
作
で
背
中
の
竹
な
ど
が
大
き
く
し
な
っ
て
見
せ
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
も
ろ
ぎ

　
　

と
な
る
。
（
中
略
）
背
中
に
背
負
う
挿
し
も
の
は
神
離
と
考
え
ら
れ
、
大
き
く

　
　

揺
れ
る
長
い
竹
を
シ
ナ
イ
と
い
う
。
こ
れ
に
つ
け
る
飾
り
も
の
は
大
団
扇
・
御

　
　
幣
・
矢
旗
・
作
り
花
・
幟
な
ど
、
地
域
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
竹
を
背

　
　
負
わ
ず
に
花
笠
な
ど
を
か
ぶ
る
地
域
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
意
匠
に
優

　
　
れ

た
風
流
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

　
伊
東
氏

は
民
俗
芸
能
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
風
流
系
の
太
鼓
踊
り
の
姿
を
こ
の

よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。
芸
能
史
的
に
み
る
と
、
京
都
周
辺
に
お
い
て
「
歌
謡
が
未

　
　
　
　
　
　
　
　
は
や
し
も
の

発
達
で
難
子

詞
中
心
の
拍
物
」
か
ら
、
「
長
編
の
物
語
歌
や
組
歌
形
式
の
小
歌
を
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

た
う
風
流
踊
り
（
太
鼓
踊
り
）
」
へ
発
達
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
芸
態
と
し

て

は
、
拍
物
演
じ
手
が
鞠
鼓
・
鉦
・
サ
サ
ラ
な
ど
の
楽
器
を
身
に
つ
け
、
そ
れ
を
打

ち
鳴
ら
し
な
が
ら
隊
形
を
変
え
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
完
成
し
た
風
流
踊
り
は
そ
の

拍
物
を
中
心
（
中
踊
り
）
と
し
て
、
外
側
を
大
勢
の
歌
い
手
兼
踊
り
手
（
側
踊
り
）

が
取
り
囲
み
、
全
員
が
踊
る
形
に
展
開
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
全
国
各
地

に
分
布
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
太
鼓
踊
り
や
盆
踊
り
に
関
し
て
、
上
記
の
典
型
的
な
風
流

踊
り
か
ら
、
拍
物
の
中
踊
り
だ
け
が
独
立
し
た
も
の
が
太
鼓
踊
り
や
三
匹
獅
子
舞
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

あ
り
、
側
踊
り
が
独
立
し
た
も
の
が
手
踊
り
で
あ
る
と
も
説
明
さ
れ
る
。
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

和
田
修
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
各
地
に
分
布
す
る
す
べ
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
た
芸
態
で
伝
承
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。

0
薩
摩
地
方
の
太
鼓
踊
り
の
特
色

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
ま
ず
鹿
児
島
県
に
お
け
る
太
鼓
踊
り
の
特
色
に
つ
い
て
、
村
田
煕
氏
に
よ
る
論
を

挙
げ
て
お
こ
う
。

　
　
太
鼓
踊
り
は
棒
踊
り
と
共
に
全
県
的
に
分
布
す
る
芸
能
の
一
つ
で
、
そ
の
由
来

　
　
に
つ
い
て
は
朝
鮮
の
役
の
時
の
出
陣
、
凱
旋
の
踊
で
あ
る
と
い
う
伝
承
が
分
布

　
　
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
『
倭
文
麻
環
』
に
「
維
新
公
（
島
津
義
弘
）
朝
鮮
よ
り

　
　
御
帰
朝
の
時
、
今
の
踊
拍
子
方
を
肥
前
五
島
に
て
稽
古
被
仰
付
柁
木
（
加
治
木
）

　
　
に
て
踊
ら
せ
給
い
」
と
あ
る
の
が
出
典
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
太
鼓
踊
も

　
　
棒
踊
と
同
じ
く
、
元
来
が
在
の
踊
で
あ
る
か
ら
発
生
的
に
は
む
し
ろ
、
中
世
の

　
　
こ
ろ
、
天
満
宮
国
分
寺
の
御
霊
会
に
召
し
出
さ
れ
た
鹿
児
島
や
谷
山
郡
の
太
鼓

　
　
打
が
の

ち
、
念
仏
系
の
鉦
打
と
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
、
太
鼓
踊
に
発
展
し
た
の

　
　
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
太
鼓
の
連
打
音
は
、
雷
鳴
を
連
想
さ
せ
、
鉦
の
鋭
く
、

　
　
か
ん
高
い
音
は
悪
霊
を
鎮
め
る
呪
力
が
あ
る
の
で
、
太
鼓
踊
は
雨
乞
踊
や
虫
踊

　
　
と
し
て
も
踊
ら
れ
る
が
、
一
般
に
は
七
・
八
月
頃
、
鎮
守
や
領
主
、
地
頭
の
墓
、

　
　
寺
な
ど
を
踊
っ
て
回
る
例
が
多
い
。
ま
た
、
九
～
二
月
頃
の
ホ
ゼ
（
放
生

　
　
会
‥
福
原
注
）
や
願
成
就
に
踊
る
こ
と
も
あ
る
。
（
中
略
）
太
鼓
踊
の
服
装
は
、

　
　
風
流
特
有
の
き
ら
び
や
か
な
も
の
が
多
く
、
神
の
依
代
と
思
わ
れ
る
矢
旗
を
背

　

負
い
、
太
鼓
を
胸
に
か
か
え
た
踊
子
が
、
女
装
し
て
、
華
美
な
花
笠
を
か
ぶ
っ

　
　
た
小
太
鼓
、
鉦
打
を
中
に
し
て
、
円
陣
を
作
っ
て
踊
る
場
合
が
多
い
が
、
（
中

　

略
）
跳
躍
し
て
踊
り
、
楽
も
服
装
も
は
な
や
か
で
、
も
っ
と
も
風
流
化
し
た
加

　

治
木
の
太
鼓
踊
系
は
鹿
児
島
近
郊
・
日
置
・
姶
良
・
大
隅
の
一
部
に
分
布
し
て
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い
る
。

　
村

田
説
は
「
太
鼓
踊
も
棒
踊
と
同
じ
く
、
元
来
が
在
の
踊
で
あ
る
」
と
い
う
認
識

に
立
ち
、
「
中
世
の
こ
ろ
、
天
満
宮
国
分
寺
の
御
霊
会
に
召
し
出
さ
れ
た
鹿
児
島
や

谷

山
郡
太
鼓
打
が
の
ち
、
念
仏
系
の
鉦
打
と
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
、
太
鼓
踊
に
発
展

し
た
」
と
い
う
推
論
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
農
村
に
お
け
る
農
民
に
よ
る
太
鼓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

踊
り
が
原
点
で
あ
る
と
い
う
説
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
真
鍋
隆
彦
氏
に
よ
る
定
義
も
以

上
の

よ
う
な
所
説
に
依
拠
し
て
い
る
。
川
野
和
昭
氏
は
楽
器
に
も
注
目
し
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

要
領
よ
く
ま
と
め
て
い
る
。

　
　
鹿
児
島
の
踊
り
は
、
慶
長
の
役
の
島
津
義
弘
の
凱
旋
を
祝
っ
て
踊
り
始
め
た
と

　
　
い
う
伝
承
を
持
ち
、
主
に
島
津
家
が
崇
拝
し
た
諏
訪
神
社
（
南
方
神
社
）
で
、

　
　
七

月
下
旬
を
中
心
に
踊
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
日
本
全
国
の
多
く
の
太
鼓
踊
り
が

　
　
お
盆
に
先
祖
の
霊
を
供
養
す
る
た
め
に
踊
ら
れ
る
の
と
大
き
な
違
い
が
あ
る
。

　
　
ま
た
、
薩
摩
側
に
比
べ
て
、
大
隅
側
で
は
太
鼓
踊
り
が
極
端
に
少
な
い
こ
と
も

　
　
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
太
鼓
踊
り
に
用
い
ら
れ
る
太
鼓
は
、
桶
胴
型
の
紐
締
め

　
　
太

鼓
が
圧

倒
的
で
、
晒
し
て
薄
く
削
っ
た
真
っ
白
の
皮
を
用
い
て
い
る
。
（
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
チ

　
　
略
）
ま
た
、
太
鼓
を
叩
く
ウ
ッ
ベ
（
打
檸
）
に
は
、
木
を
削
り
だ
し
た
槌
や
藺

　
　
草
を
束
ね
た
も
の
、
細
い
木
の
枝
、
割
竹
な
ど
多
様
な
形
が
見
ら
れ
る
。

　

先
学
諸
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
鹿
児
島
県
、
特
に
薩
摩
国
に
お
け
る
太
鼓

踊
り
の
特
徴
は
在
地
の
諏
訪
神
社
へ
の
奉
納
太
鼓
踊
り
に
あ
る
。
明
治
四
年
（
一
八

七
一
）
の
序
文
が
あ
る
『
薩
隅
日
地
理
纂
考
』
に
よ
る
と
、
鹿
児
島
に
は
五
七
社
も

　
　
　
　
　
　
み
な
か
た

の

諏
訪
神
社
、
南
方
神
社
が
存
在
し
て
い
る
。

　
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
、
領
主
権
力
に
よ
る
芸
能
伝
播
へ
の
介
入
に
対
す
る
関

心
が
少

な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
松
原
武
実
氏
は
次
の
よ
う
に
喝
破

　
　
　
（
1
3
）

し
て
い
る
。

　
　
鹿
児
島
県
の
盆
踊
り
は
太
鼓
踊
り
を
中
心
と
し
て
発
達
・
展
開
し
た
。
（
中
略
）

　
　

こ
れ
ら
は
、
中
世
末
か
ら
近
世
初
頭
に
か
け
て
、
領
主
層
が
奨
励
す
る
こ
と
に

　
　

よ
っ
て
各
地
で
踊
ら
れ
、
領
内
は
太
鼓
踊
り
一
色
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
太

　
　
鼓

踊
は
こ
の
時
期
、
全
国
的
に
流
行
し
た
わ
け
だ
が
、
踊
り
が
激
し
く
肉
体
的

　
　
苦
痛
を
伴
う
た
め
に
、
徳
川
幕
藩
体
制
が
安
定
す
る
に
つ
れ
て
、
領
主
層
に
よ

　
　
る
強
制
力
が
な
く
な
る
と
と
も
に
次
第
に
踊
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
風
流
化
を
遂

　
　
げ
た
も
の
が
い
く
つ
か
残
っ
て
近
代
を
迎
え
る
が
、
代
わ
っ
て
口
説
に
よ
る
盆

　
　
踊
り
が
大
流
行
し
た
。
（
中
略
）
音
頭
取
り
中
心
と
す
る
芸
能
的
・
娯
楽
的
（
享

　
　
楽
的
）
色
彩
の
強
い
口
説
盆
踊
り
は
、
仏
教
的
（
念
仏
的
）
雰
囲
気
に
覆
わ
れ

　
　
た
太
鼓
踊
り
よ
り
、
は
る
か
に
近
世
的
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
上
方
か
ら
瀬
戸

　
　
内
海
を
経
て
北
部
九
州
一
帯
を
口
説
盆
踊
り
が
席
巻
す
る
こ
と
に
な
る
。
薩
摩

　
　
藩
領
に
こ
れ
が
侵
入
し
な
か
っ
た
の
は
、
幕
藩
体
制
安
定
後
も
領
主
が
、
太
鼓

　
　
踊
り
・
武
士
踊
り
を
半
強
制
的
に
領
民
に
踊
ら
せ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
領
主
に
強
い
ら
れ
た
芸
能
と
は
、
在
の
者
か
ら
見
れ
ば
所
役
（
役
負
担
）
と
し
て

の
、
藩
側
か
ら
す
る
と
支
配
装
置
と
し
て
の
芸
能
で
あ
る
。
対
馬
な
ど
各
地
の
城
下

町
で
は
、
盆
に
お
け
る
町
躍
り
を
藩
主
が
上
覧
し
て
行
な
わ
れ
た
と
こ
ろ
が
多
い
。

薩
摩
の
場
合
、
領
国
各
地
へ
の
諏
訪
神
社
の
勧
請
と
、
祭
礼
芸
能
に
よ
る
精
神
的
支

配
が
近
世

を
通
じ
て
強
固
で
あ
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は

薩
摩
各
地
の
諏
訪
（
南
方
）
神
社
へ
の
奉
納
踊
り
を
、
冒
頭
の
植
木
論

文

に
あ
る
「
伝
来
の
タ
イ
プ
」
、
「
時
代
的
層
位
」
を
検
証
す
る
一
事
例
と
考
え
る
。

そ
し
て
、
『
薩
摩
国
諏
訪
社
祭
礼
練
物
図
』
（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
を
紹
介
し
、
近

世
後
期
の
鹿
児
島
城
下
諏
訪
神
社
祭
礼
に
お
い
て
、
在
に
よ
る
太
鼓
踊
り
が
ど
の
よ

う
に
奉
納
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

②
研
究
史

　
本
章
で
は
民
俗
分
布
圏
の
方
法
論
を
太
鼓
踊
り
に
適
用
し
た
小
野
重
郎
氏
の
研
究

と
、
近
年
最
も
精
力
的
に
太
鼓
踊
り
研
究
を
推
進
し
て
い
る
所
崎
平
氏
の
研
究
を
検

討
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
＞

　
先
ず
、
小
野
重
朗
氏
に
よ
る
「
太
鼓
踊
小
論
」
（
前
論
文
と
記
す
）
と
「
太
鼓
踊
り
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・福原敏男［鹿児島城下諏訪神社祭礼の練物風流と太鼓踊り】

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

の
変
遷
」
（
後
論
文
と
記
す
）
を
紹
介
す
る
。

　
前
論
文
に
お
い
て
、
鹿
児
島
県
下
の
太
鼓
踊
り
は
主
と
し
て
在
（
農
村
の
部
落
。

士
族
部
落
で

あ
る
麓
や
商
業
部
落
で
あ
る
町
に
対
し
て
い
う
）
の
青
年
組
と
子
供
組

に
よ
っ
て
踊
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
A
～
H
圏
の
分
布
を
図
1
の
よ
う
に
設
定
し
て

い
る
。圏圏圏圏圏圏圏

H
圏

旧
暦
九
月
頃
の
ホ
ゼ
に
部
落
の
神
社
で
行
う
も
の

旧
暦
七
月
下
旬
に
部
落
の
南
方
神
社
を
中
心
に
し
て
行
う
も
の

旧
暦
六
月
の
土
用
に
部
落
を
ま
わ
っ
て
踊
る
も
の

旧
八
月
一
五
日
に
踊
る
も
の

秋
の
彼
岸
に
部
落
の
神
社
で
行
な
う
も
の

旧
七
月
盆
の
前
後
に
行
な
う
も
の

旧
暦
八
月
一
五
日
に
部
落
の
水
神
祭
り
を
行
な
い
、
そ
の
と
き
に
太
鼓
踊
り
、

鉦
踊

り
を
行
な
う

田
植
え
上
り
新
暦
七
月
の
は
じ
め
の
田
祈
念
に
田
の
中
な
ど
で
行
な
う

A～Hは太鼓踊の圏

　イー切開殿地帯
・～ロー石塔に踊る
　、、

　了1－10事例の部
　（

●

　　’
C，’

　’
　’

図1　鹿児島太鼓踊分布図

　　　（小野重郎氏「太鼓踊小論」所載図）

以
下
、
氏
の
立
論
を
箇
条
書
き
に
す
る
。

・
太
鼓
踊
り
は
祭
り
に
伴
う
一
種
の
余
興
の
よ
う
な
も
の
で
な
く
、
太
鼓
踊
り
自
体

重
要

な
祭
事
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
旧
暦
六
～
九
の
ほ
ぼ
四
ヶ
月
に
限
ら
れ
て
行

な
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
の
期
日
の
分
布
を
み
る
と
、
地
理
的
中
央
部

に
旧
七
月
中
・
下
旬
に
行
な
う
B
と
F
の
地
帯
が
あ
り
、
そ
の
周
辺
に
そ
れ
よ
り

早
い
も
の
と
遅
い
も
の
が
点
々
と
分
布
し
て
い
る
。

・

薩
摩
の
川
内
川
流
域
を
中
心
に
分
布
す
る
B
、
F
圏
が
、
中
央
に
大
き
く
広
が
っ

て

い

る
。
旧
暦
七
月
に
踊
り
を
行
な
う
同
圏
が
太
鼓
踊
り
の
中
心
地
帯
で
あ
り
、

現
在
、
部
落
の
南
方
神
社
に
奉
納
す
る
形
の
太
鼓
踊
り
が
最
も
盛
ん
に
行
な
わ
れ

て

い

る
。
こ
の
地
帯
は
、
古
く
は
、
切
開
け
殿
な
ど
部
落
の
開
拓
祖
先
の
祖
霊
を

供
養
す
る
た
め
に
、
そ
の
石
塔
の
前
で
盆
の
頃
に
踊
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
目

的
は
祖
霊
を
供
養
す
る
と
と
も
に
御
霊
的
な
威
力
を
も
つ
祖
霊
を
鎮
め
て
、
そ
の

怒

り
に
よ
っ
て
起
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
稲
の
害
虫
そ
の
他
の
災
厄
か
ら
の
が
れ

よ
う
と
す
る
目
的
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

・
武
の
神
と
し
て
の
諏
訪
神
は
威
力
が
あ
る
点
で
御
霊
に
似
て
お
り
、
踊
り
の
奉
納

先
が
切

開
け
殿
か
ら
南
方
神
社
に
移
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
虫
を
除
く
た
め
の
力

を
、
切
開
け
殿
な
ど
の
祖
霊
的
・
御
霊
的
な
力
か
ら
、
諏
訪
神
の
武
神
と
し
て
の

威
力
に
切
り
か
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
太
鼓
踊
り
の
踊
り
子
た
ち
が
、
陣
羽

織
を
着
た
り
、
鎗
や
薙
刀
を
背
に
負
っ
た
り
し
は
じ
め
た
の
も
、
同
じ
よ
う
な
原

因
に
よ
る
変
化
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
祖
霊
供
養
の
踊
り
か
ら
武
神
へ
の
奉
納
踊
り

に
変
遷
し
た
の
は
、
太
鼓
踊
り
自
体
が
稲
の
害
虫
を
除
く
た
め
の
虫
踊
り
で
も

あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
主
な
原
因
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

・

B
、
F
圏
の
周
辺
に
、
水
神
へ
奉
納
す
る
太
鼓
踊
り
の
小
さ
い
圏
が
、
入
交
じ
り

な
が
ら
、
点
々
と
薩
摩
・
大
隅
の
ほ
と
ん
ど
全
面
に
分
布
し
て
い
る
。
こ
の
分
布

圏
か
ら
考
え
る
と
、
薩
摩
大
隅
に
広
く
「
水
神
型
の
祭
り
と
太
鼓
踊
り
」
が
分
布

し
て
い
る
古
層
の
上
に
、
新
し
く
「
祖
霊
型
の
祭
り
と
太
鼓
踊
り
」
が
薩
摩
を
中

心

と
し
て
入
り
こ
ん
で
き
て
広
が
っ
て
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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・
水
神
祭
型
が
古
く
、
祖
霊
祭
型
が
新
し
く
覆
い
被
さ
っ
て
き
た
と
考
え
、
以
下
の

　
よ
う
に
類
型
化
し
て
い
る
。

　
　
水
神
祭
型
　
装
束
は
素
朴
　
　
静
的
　
単
純
で
信
仰
的

　
　
祖
霊
祭
型
　
装
束
は
風
流
化
　
動
的
　
祖
霊
を
慰
め
な
が
ら
、
そ
の
威
を
か
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て

虫
を
除
く
と
い
っ
た
複
雑
で
功
利
的

　
小
野
氏

は
、
元
来
の
開
拓
先
祖
な
ど
の
祖
霊
に
対
す
る
踊
り
が
、
南
方
神
社
（
諏

訪
神
）
へ
の
奉
納
踊
り
へ
変
遷
し
た
要
因
と
し
て
、
島
津
藩
に
よ
る
仏
教
禁
制
、
廃

仏
殴
釈
の
政
策
と
、
武
神
と
し
て
の
諏
訪
信
仰
の
奨
励
を
も
指
摘
し
て
い
る
が
、
基

本
的
に
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
民
俗
的
意
味
に
重
き
を
置
い
て
い
る
。

　
小
野
氏

は
後
論
文
に
お
い
て
、
太
鼓
踊
り
は
「
歌
か
ら
楽
へ
」
、
「
文
学
的
な
も
の

か

ら
音
楽
的
抽
象
的
な
芸
能
へ
」
変
遷
を
遂
げ
て
い
る
と
い
う
。
以
下
の
調
査
地
①

～
③
は
南
か
ら
北
へ
位
置
し
、
踊
り
歌
が
濃
厚
な
事
例
か
ら
、
急
速
に
消
失
の
道
を

た
ど
っ
た
事
例
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

①
黒
島
‥
家
々
の
盆
の
精
霊
を
ま
つ
り
、
そ
の
力
で
稲
の
害
虫
を
防
御
す
る
意
味
が

　
あ
る

②
郡

山
町
や
東
郷
町
一
盆
に
近
い
時
期
に
、
御
霊
的
な
偉
霊
を
祀
り
、
稲
虫
な
ど
の

　
防
御
や
夏
の
伝
染
病
や
災
害
防
止
を
祈
る

③
薩
摩
郡
を
中
心
に
大
口
市
、
出
水
地
方
、
日
置
郡
の
広
い
範
囲
　
御
霊
的
な
神
か

　

ら
、
厳
し
い
武
神
の
諏
訪
神
に
対
象
が
移
っ
た

　
以

下
、
小
野
氏
の
後
論
文
の
論
旨
を
紹
介
す
る
。

　
太
鼓
踊
り
の
歌
は
近
世
初
期
か
ら
中
期
の
も
の
が
中
心
で
、
祝
い
歌
や
色
恋
の
歌

が
多
く
、
中
央
か
ら
の
歌
が
流
行
し
て
き
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
、
在
地
で
作
ら
れ

た
も
の
は
少
な
い
。
太
鼓
踊
り
の
古
形
と
し
て
、
数
人
が
中
央
で
鉦
を
打
ち
歌
を
謡

い
、
円
形
に
取
り
囲
ん
だ
人
々
が
そ
れ
を
見
守
り
、
聞
き
守
る
形
が
想
定
で
き
る
。

次
の
段
階
で
、
取
り
巻
く
人
々
が
太
鼓
を
打
ち
始
め
た
と
推
定
す
る
。
そ
し
て
、
太

鼓

踊
り
は
歌
を
失
う
か
わ
り
に
、
楽
の
隆
盛
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
。
太
鼓
踊
り
の

鉦
の
音
は

念
仏
の

鉦
の
音
に
も
つ
な
が
り
、
盆
の
精
霊
を
慰
め
る
音
で
も
あ
っ
た
の

だ

が
、
そ
こ
か
ら
新
し
い
楽
が
創
ら
れ
た
。
そ
の
意
味
で
は
中
・
近
世
の
歌
謡
と
の

絶
縁
が
重
要
な
契
機
と
な
っ
た
。
鉦
や
入
鼓
の
服
装
は
、
日
本
在
来
の
着
物
の
美
し

さ
か
ら
、
珍
し
い
異
装
の
美
し
さ
に
趣
向
が
う
つ
っ
た
。
多
く
み
ら
れ
る
戦
陣
姿
も

異
装
の
美
し
さ
を
求
め
て
の
風
流
で
あ
り
、
踊
り
の
隊
形
も
変
化
と
美
の
階
調
を
め

ざ
し
工
夫
し
創
作
さ
れ
た
。
伝
承
者
の
関
心
は
、
踊
り
手
た
ち
の
姿
や
形
の
美
し
さ
、

踊
り
の
集
団
隊
形
の
多
様
さ
へ
と
変
化
し
た
。
北
薩
摩
の
太
鼓
踊
り
は
そ
の
結
果
と

し
て
、
抽
象
的
総
合
芸
能
と
し
て
大
き
く
展
開
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
次

に
、
所
崎
平
氏
の
研
究
を
紹
介
す
る
。
所
崎
氏
の
主
た
る
関
心
も
太
鼓
踊
り
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ロ
　

分
類

に
あ
る
と
い
え
る
が
、
氏
の
諸
論
考
の
中
か
ら
特
に
「
鹿
児
島
の
太
鼓
踊
」
を

取
り
あ
げ
て
、
諏
訪
神
社
へ
の
奉
納
踊
り
に
つ
い
て
の
研
究
を
箇
条
書
き
に
し
て
紹

介
す
る
。

・
『
鹿
児
島
県
の
民
俗
芸
能
』
所
載
の
芸
能
数
七
八
四
件
の
内
、
棒
踊
り
は
二
八
五
ヶ

　
所
、
太
鼓
踊
り
は
］
三
六
ヶ
所
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
太
鼓
踊
り
の
内
、
薩
摩
半

　
島
側
一
二
五
ヶ
所
、
大
隅
側
六
ヶ
所
、
種
子
・
屋
久
島
五
ヶ
所
、
奄
美
は
な
し
と

　
い
う
報
告
で
あ
る
。
棒
踊
り
が
薩
摩
・
大
隅
に
お
い
て
数
的
に
偏
在
し
て
い
な
い

　
の

に
対
し
、
太
鼓
踊
り
の
薩
摩
偏
在
は
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
棒
踊
り
と
太
鼓
踊

　
り
の
合
計
四
二
一
ヵ
所
は
、
県
内
芸
能
の
報
告
総
数
の
約
五
四
％
と
半
数
強
を
占

　
め

る
。
棒
踊
り
が
太
鼓
踊
り
の
倍
以
上
あ
る
の
は
、
棒
踊
り
は
三
～
四
分
と
演
技

　
時
間
が
短
く
、
採
り
物
も
太
鼓
踊
り
に
比
べ
て
各
段
に
簡
単
で
服
装
も
質
素
で
あ

　

り
、
教
授
も
し
や
す
く
、
技
術
的
に
誰
で
も
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

・

薩
摩
大
隅
で
も
元
来
、
西
日
本
の
他
の
地
方
と
同
様
に
、
盆
の
供
養
と
し
て
太
鼓

　
踊

り
を
行
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
諏
訪
神
社
へ
の
奉
納
太
鼓
踊
り
へ
と
変
わ
っ
て

　

い
っ

た
。
そ
の
た
め
に
、
鹿
児
島
県
に
は
、
太
鼓
踊
り
で
行
な
う
盆
供
養
が
な
く

　
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

・

宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
の
下
士
踊
の
日
帳
書
抜
に
よ
る
と
、
太
鼓
踊
り
（
在
踊
）

　

は
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
に
記
述
が
あ
る
の
で
、
中
世
末
に
は
行
わ
れ
て
い
た

　
の
か
も
し
れ
な
い
。
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・
鹿
児
島
城
下
諏
訪
神
社
の
御
射
山
祭
創
始
時
か
ら
太
鼓
踊
り
が
踊
ら
れ
て
い
た
と

　

は
思
わ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
勧
請
元
の
本
社
長
野
県
の
諏
訪
大
社
で
は
、
も
と

　

も
と
太
鼓
踊
を
踊
っ
て
い
な
い
。
鹿
児
島
城
下
諏
訪
神
社
祭
礼
を
賑
や
か
に
す
る

　

た

め
に
、
い
ろ
い
ろ
な
芸
能
が
入
り
、
そ
の
一
つ
と
し
て
、
太
鼓
踊
が
入
っ
て
き

　

た

の

で
は

な
か
ろ
う
か
。
そ
の
後
、
士
踊
が
入
っ
て
き
た
。

・

鹿
児
島
城
下
諏
訪
神
社
へ
奉
納
太
鼓
踊
を
す
る
こ
と
を
、
薩
摩
の
多
く
の
郷
の
諏

　

訪
神
社
も
な
ら
っ
て
、
諏
訪
神
社
太
鼓
踊
が
盛
ん
に
踊
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の

　

で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
諏
訪
神
社
の
祭
神
は
戦
神
（
軍
神
）
な
の
で
、
こ
の
踊
り

　

は
特
に
朝
鮮
出
兵
と
結
び
付
け
ら
れ
、
勇
壮
に
踊
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
。
現
在

　

の
太
鼓
踊
り
が
勇
壮
に
な
っ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
出
発
点

　

は
盆
供
養
で
行
っ
た
静
か
な
太
鼓
踊
り
で
あ
っ
た
が
、
戦
神
と
結
び
付
い
た
太
鼓

　
踊

は
、
勇
壮
に
踊
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
士
踊
の
伝
承
で

　

あ
る
戦
勝
・
出
陣
・
帰
陣
な
ど
の
要
素
が
混
同
し
て
、
太
鼓
踊
り
に
も
入
っ
て
く

　
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

・

も
と
も
と
各
郷
の
諏
訪
神
社
祭
礼
に
奉
納
し
て
踊
る
由
緒
の
な
い
太
鼓
踊
り
が
、

　
諏
訪
祭
礼
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
事
例
も
あ
る
だ
ろ
う
。

・
太
鼓
踊
り
を
支
え
た
の
は
、
そ
の
地
域
の
氏
子
で
あ
る
名
頭
衆
で
、
経
済
的
に
は

　
大

変
な
負
担
で
あ
っ
た
。
太
鼓
踊
り
自
体
の
鉦
や
太
鼓
や
衣
装
な
ど
の
維
持
管
理

　

に
費
用
が
か
か
る
上
に
、
神
事
や
饗
応
の
経
済
的
負
担
は
大
変
な
も
の
で
あ
っ
た
。

・
諏
訪
神
社
奉
納
系
と
六
月
灯
系
の
太
鼓
踊
り
は
鹿
児
島
だ
け
の
も
の
だ
が
、
薩
摩

　
半
島
側
で
は
念
仏
踊
り
系
の
太
鼓
踊
り
が
廃
れ
て
、
諏
訪
神
社
奉
納
系
が
増
え
て

　
い
っ

た
。
大
隅
半
島
側
は
八
月
踊
り
と
い
う
水
神
祈
願
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
。

　
大

隅
半
島
に
太
鼓
踊
り
が
極
端
に
少
な
い
の
は
、
念
仏
踊
り
系
の
太
鼓
踊
り
が
水

　
神
祈
願
へ
と
移
っ
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
所
崎
説

に
は
薩
摩
国
の
多
く
の
郷
が
鹿
児
島
城
下
諏
訪
神
社
祭
礼
に
な
ら
い
、
在

地
の

諏
訪
神
社
へ
太
鼓
踊
り
奉
納
を
始
め
た
、
と
自
主
的
に
模
倣
し
た
よ
う
な
記
述

が
あ
る
が
、
実
際
は
領
主
権
力
に
よ
る
強
圧
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
い

ず
れ
に
し
て
も
、
所
崎
説
は
、
以
前
よ
り
あ
っ
た
盆
の
念
仏
踊
り
と
し
て
の
太
鼓
踊

り
が
、
諏
訪
神
社
奉
納
踊
り
に
変
遷
し
た
、
と
い
う
の
が
骨
子
で
あ
る
。

　
小

野
・
所
崎
両
説
と
も
、
諏
訪
神
社
奉
納
の
太
鼓
踊
り
以
前
に
、
盆
の
祖
霊
供
養

の

念
仏
踊
り
を
想
定
し
て
い
る
。

③
鹿
児
島
城
下
諏
訪
神
社
祭
礼

　
島
津
七
七
万
石
の
城
下
鹿
児
島
の
市
街
は
甲
突
川
お
よ
び
そ
の
左
右
の
稲
荷
川
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

田
上
川
の
複
合
扇
状
地
に
発
達
し
て
い
る
。
士
屋
敷
と
上
・
下
・
西
田
の
城
下
三
町

が
中
心
で
あ
り
、
『
薩
摩
風
土
記
』
に
「
町
は
三
分
、
武
家
は
七
分
」
と
称
せ
ら
れ

る
よ
う
に
、
士
屋
敷
は
広
大
で
士
人
口
は
三
町
の
三
倍
、
そ
れ
に
家
来
・
与
力
・
足

軽
ま
で
加
え
れ
ば
八
倍
に
達
し
た
。
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
城
下
の
総
人
口
は
七

万
二
三

五
〇

人

で
あ
っ
た
。
島
津
家
第
一
九
代
家
久
が
一
六
〇
二
年
（
慶
長
七
）
、

鶴
丸
城
（
現
鹿
児
島
県
立
図
書
館
・
黎
明
館
な
ど
の
地
）
を
築
き
、
甲
突
川
筋
の
変

更
、
沼
沢
の
埋
立
て
を
行
な
っ
て
、
士
屋
敷
・
町
屋
敷
の
建
設
を
し
た
。
寛
永
年
間

（
一
六

二
四

～
四
四
）
ご
ろ
に
は
ほ
ぼ
城
下
町
の
建
設
が
終
っ
た
。
城
下
に
は
薩
摩
・

大

隅
・
日
向
三
州
の
総
社
で
あ
る
諏
訪
神
社
及
び
稲
荷
・
若
宮
・
春
日
・
祇
園
（
八

坂
）
の
い
わ
ゆ
る
五
社
と
、
島
津
氏
の
祈
願
所
真
言
宗
の
大
乗
院
、
菩
提
寺
曹
洞
宗

の
福
昌
寺
を
は
じ
め
多
く
の
寺
社
が
あ
っ
た
。

　
鹿
児
島
の
郡
方
は
鹿
児
島
郡
二
三
村
・
日
置
郡
二
村
・
諮
山
郡
九
村
・
大
隅
郡
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

村
が

あ
り
、
鹿
児
島
近
名
（
近
在
）
・
谷
山
郷
・
桜
島
郷
と
し
て
推
移
し
た
。
近
名

と
は
鹿
児
島
藩
直
轄
の
特
別
地
域
で
、
近
名
は
さ
ら
に
近
名
と
遠
名
に
分
け
ら
れ
る
。

『列
朝
制
度
』
に
よ
れ
ば
、
近
名
は
鹿
児
島
郡
の
荒
田
・
郡
元
・
中
・
田
上
・
武
・

西

田
・
原
良
・
草
牟
田
・
小
野
・
下
伊
敷
・
永
吉
・
坂
元
の
一
二
村
、
遠
名
は
同
郡

犬
迫
・
上
伊
敷
・
花
（
華
・
）
棚
・
皆
房
・
岡
之
原
・
下
田
・
吉
野
・
川
上
・
花
（
華
）

野
・
西
別
府
、
日
置
郡
比
志
島
・
小
山
田
の
一
二
村
で
あ
る
。
近
名
の
住
民
の
大
部

分
は

農
民
で
、
他
の
郷
村
と
同
様
「
門
」
に
編
成
さ
れ
て
い
た
。
『
薩
藩
政
要
録
』
に

71



国立歴史民俗博物館研究報告

　第114集2004年2月

よ
る
と
、
近
名
の
人
口
は
明
和
九
年
（
］
七
七
二
）
に
は
男
五
千
九
四
九
人
、
女
四

千
四
三
三
人
、
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
に
は
男
七
千
九
二
人
、
女
六
千
六
九
三
人

で

あ
っ
た
。
『
倭
文
麻
環
』
に
記
さ
れ
る
諏
訪
神
社
祭
礼
奉
納
「
近
郊
二
十
四
ヶ
名

の

百
姓
踊
」
と
は
、
近
名
二
四
ヶ
村
か
ら
で
る
百
姓
踊
り
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
な
か
た

　
鹿
児
島
城
下
諏
訪
神
社
と
は
、
鹿
児
島
市
清
水
町
に
鎮
座
す
る
諏
訪
神
社
（
南
方

神
社
と
も
称
す
る
）
で
、
現
在
は
国
道
一
〇
号
線
に
面
し
、
市
中
心
部
か
ら
磯
庭
園

な
ど
へ
抜
け
る
鳥
越
ト
ン
ネ
ル
の
手
前
に
あ
り
、
ひ
っ
そ
り
件
ん
で
い
る
。
古
く
は

諏
訪
大
明
神
、
お
諏
訪
様
と
称
し
た
が
、
本
稿
で
は
諏
訪
神
社
と
表
記
す
る
。
薩
摩
・

大

隅
・
日
向
の
守
護
島
津
氏
が
信
濃
国
水
内
郡
大
田
庄
に
所
領
を
持
ち
、
鎌
倉
武
士

と
し
て
信
州
諏
訪
神
社
の
祭
礼
に
奉
仕
し
た
関
係
で
、
鹿
児
島
に
諏
訪
神
社
が
勧
請

さ
れ
た
と
い
う
。
天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）
の
『
三
国
名
勝
図
会
』
な
ど
に
よ
る

と
、
島
津
氏
久
が
康
永
二
年
（
二
二
四
三
）
頃
に
東
福
寺
城
を
居
城
と
す
る
に
伴
い
、

山
門
院
よ
り
当
地
に
遷
座
し
た
と
い
う
。
向
い
に
は
別
当
寺
で
あ
る
安
養
院
が
あ
っ

た
。
護
国
山
大
楽
寺
と
号
す
る
真
言
宗
寺
院
で
、
本
尊
は
愛
染
明
王
、
山
城
醍
醐
寺

三

宝
院
末
で
あ
っ
た
が
、
明
治
二
年
廃
寺
と
な
る
。

　
御
佐
（
射
）
山
祭
礼
に
関
し
て
は
永
享
一
〇
年
（
一
四
三
八
）
五
月
七
日
の
「
本

田
氏
親
置
文
」
（
『
薩
藩
旧
記
雑
録
』
）
に
、
祭
礼
法
要
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
島

津
忠
国
の
代
、
寛
正
六
年
（
一
四
六
五
）
に
「
鹿
児
島
諏
訪
社
祭
次
第
」
（
『
薩
藩
旧

記
雑
録
』
）
が
定
め
ら
れ
、
「
御
佐
山
之
御
祭
」
が
み
え
る
。
同
史
料
に
は
御
佐
山
祭

礼

に
際
し
、
七
年
に
一
度
の
役
負
担
と
し
て
、
中
と
武
と
郡
元
は
一
番
目
、
下
伊
敷

と
川
上
は
二
番
目
、
坂
本
は
三
番
目
、
田
上
と
永
吉
名
は
四
番
目
、
花
棚
と
東
之
別

府
は
五
番
目
、
原
良
と
西
別
府
と
小
野
は
六
番
目
、
犬
迫
と
上
伊
敷
は
七
番
目
に
編

成
さ
れ
、
「
皆
房
之
村
」
や
「
毛
野
」
（
花
野
）
の
地
名
も
見
え
る
。
ま
た
、
島
津
立

久
の

代

に
祭
礼
時
の
夫
役
が
定
め
ら
れ
、
永
正
＝
年
（
一
五
一
四
）
「
伊
集
院
諏
訪

御
祭
礼
年
四
回
数
番
帳
」
（
『
伊
集
院
由
緒
記
』
）
が
知
ら
れ
る
。
同
史
料
に
よ
る
と
、

小

山
田
名
は
三
番
に
、
比
志
名
は
五
番
に
編
成
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
近

名
の
多
く
は
中
世
よ
り
御
佐
（
射
）
山
祭
礼
の
役
負
担
を
勤
仕
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

図2　「鹿児島城下絵図」（天保14年）の部分図

　　れている。

　　　　ぷ一撃酬き響
　　　』漂，，，ピ・・で，’．c，灘。　d
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’叉ぶ
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　　　　ち
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こ
の
祭
礼
に
際
し
て
、
参
道
に
農
具
・
日
用
雑
器
の
市
が
立
ち
、
諏
訪
市
と
称
し

て
近
郷
近
在
の
農
民
が
集
っ
た
。
現
在
、
一
月
遅
れ
の
八
月
二
八
日
に
、
清
水
馬
場

で
開
か
れ
て
い
る
諏
訪
市
が
往
時
の
祭
礼
市
の
面
影
を
伝
え
て
い
る
。

　
諏
訪
神
社
御
射
山
祭
礼
と
は
旧
暦
七
月
二
八
日
を
中
心
に
す
る
大
祭
で
あ
り
、
信

州
諏
訪
神
社
の
御
射
山
神
事
に
倣
っ
て
、
茅
葺
の
穂
屋
（
頭
屋
）
を
構
え
、
児
童
二

人

を
頭
殿
に
差
定
し
て
一
ヶ
月
間
籠
ら
せ
る
。
参
籠
の
間
、
『
三
国
名
勝
図
会
』
に

「本
府
諸
村
、
及
び
谷
山
・
桜
島
の
農
夫
、
数
日
代
る
ρ
＼
鉦
鼓
踊
り
を
な
し
、
又

市
躍
・
散
楽
等
を
興
行
し
、
人
皆
興
を
催
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
太
鼓
踊
り
、
市
（
町
）

踊
り
、
能
な
ど
が
催
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
幕
末
の

同
祭
礼
を
活
き
活
き
と
描
き
出
し
て
い
る
の
が
、
伊
地
知
峻
著
『
薩
摩
年

　
　
（
2
1
）

中
行
事
』
で
あ
る
。
同
書
に
よ
る
と
、
明
治
二
、
三
年
頃
の
よ
う
す
を
描
い
た
も
の

で

あ
る
と
い
う
。
祭
礼
自
体
は
同
四
年
の
廃
藩
置
県
に
よ
っ
て
、
一
挙
に
か
、
あ
る

い

は
漸
次
消
滅
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
伊
地
知
は
消
滅
前
の
姿
を
書
き

留
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
諏
訪
神
社
と
頭
殿
に
奉
仕
の
為
に
（
七
月
）
二
日
か
ら
十
五
日
迄
各
村
か
ら
太

　
　
鼓
踊
り
を
奉
納
す
る
。
大
抵
毎
朝
九
時
頃
頭
屋
の
廣
庭
で
踊
る
習
慣
で
あ
っ
た
。

　
　
又
四

日
と
六
日
に
は
、
上
町
・
下
町
・
西
田
町
の
三
ヶ
町
か
ら
町
踊
り
が
奉
納

　
　
さ
れ
る
。
何
れ
も
其
の
屋
根
や
四
方
は
綺
麗
に
造
花
飾
り
を
な
し
て
、
町
の
大

　
　
家
の
娘
が
美
服
姿
で
太
鼓
二
二
味
線
・
つ
“
み
・
笛
で
節
面
白
く
難
立
て
頭
殿

　
　
の
前
に
出
て
一
ト
く
さ
り
舞
ふ
の
で
あ
る
。
（
舞
は
一
ノ
谷
や
橋
弁
慶
な
ど
）
之

　
　

に
は
背
景
の
道
具
な
ど
綺
麗
に
出
来
て
仲
々
盛
な
も
の
で
あ
っ
た
。
頭
屋
で
の

　
　
奉
納
が
終

る
と
次
で
御
殿
に
行
き
、
そ
れ
か
ら
照
国
神
社
（
南
泉
院
）
・
南
林

　
　
寺
・
千
眼
寺
・
妙
国
寺
（
伊
敷
）
・
不
断
光
院
・
福
昌
寺
・
大
乗
院
等
に
行
き

　
　
奉
納

し
た
。
（
中
略
）
頭
殿
の
一
切
の
費
用
は
勿
論
の
事
、
十
五
日
間
毎
々
百

　
　
人
近
く
の
人
達
が
両
方
に
詰
め
て
ゐ
る
費
用
は
全
部
藩
庁
か
ら
支
出
さ
れ
て
ゐ

　
　
た
も
の
だ
。
（
中
略
）
六
月
二
十
三
日
太
鼓
踊
り
に
順
番
を
郡
方
に
て
定
め
、

　
　
七
月
二
日
か
ら
社
寺
を
踊
り
廻
る
。
七
月
二
日
か
ら
毎
日
毎
日
凡
そ
十
四
日
迄

　

に
亘
っ
て
近
在
か
ら
出
る
太
鼓
踊
り
は
頗
る
賑
か
な
踊
り
で
大
小
鐘
打
ち
と
大

　

小
太
鼓
打
ち
を
組
合
せ
た
一
隊
が
鐘
と
太
鼓
の
調
子
面
白
く
踊
る
の
で
あ
る
が

　
冠
や
笠
に

は

菊
や
牡
丹
・
梅
等
の
精
巧
な
造
花
で
美
し
く
飾
っ
た
も
の
で
、
当

　
時
の
農
村
否
町
家
造
花
師
が
芸
術
の
粋
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
太
鼓
打
ち
の

　
服
装
は
一
見
頗
る
怪
奇
を
極
め
た
も
の
で
、
腹
の
所
に
太
鼓
（
こ
れ
も
大
小
二

　
種
あ
る
）
を
結
び
付
け
、
や
は
り
笠
を
冠
り
背
に
は
鶏
の
羽
毛
で
飾
っ
た
竹
竿

　
二
本
を
丈
夫
な
枠
に
突
き
立
て
背
負
ふ
て
、
其
の
外
に
其
の
中
央
に
大
な
る
竹

　
竿
を
立
て
、
三
段
に
丸
い
板
柵
を
着
け
段
毎
に
美
麗
な
る
造
花
を
指
し
並
べ
た
。

　
指
物
を
ひ
ら
め
か
し
て
白
嬬
祥
を
着
込
み
（
鐘
打
ち
と
小
太
鼓
の
方
は
多
く
藍

　
色
の
長
嬬
衿
を
着
け
て
い
た
）
何
れ
も
腰
に
五
色
紙
を
網
目
に
切
っ
た
大
タ
バ

　
を
下
げ
草
蛙
・
脚
半
で
と
こ
ろ
の
庄
屋
や
有
志
に
率
ひ
ら
れ
、
ギ
ャ
ン
ギ
ャ
ン

　
ド
ド
ド
ン
ド
ド
ド
ン
と
町
を
練
り
歩
く
光
景
は
流
石
に
薩
摩
独
特
の
踊
り
た
る

　
の

価
値
は
あ
る
。
尚
、
村
は
上
伊
敷
・
下
伊
敷
・
西
別
府
・
武
・
田
上
・
比
志

　
島
・
岡
ノ
原
・
皆
房
・
吉
野
・
川
上
・
坂
元
・
郡
元
・
中
（
村
）
・
小
野
・
原

　
良
・
永
吉
・
花
棚
等
と
ニ
カ
村
宛
組
合
せ
て
あ
っ
た
が
、
小
山
田
と
桜
島
だ
け

　
は
大
き
い
村
で
一
ヶ
村
で
な
っ
て
い
た
。

妙
国
寺
（
伊
敷
）
は
妙
谷
寺
の
音
通
の
誤
り
と
思
わ
れ
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述

す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
林
和
利
氏
は
祭
礼
の
行
事
日
程
を
以
下
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。

　
　
六

月
二
三
日
　
太
鼓
踊
り
の
順
番
を
定
め
る

　
　
　
　
二
七

日
　
頭
殿
は
こ
の
日
ま
で
別
火
所
に
滞
在

　
　
　
　
二
八
日
　
頭
殿
、
棚
上
り

　
　
七

月
二
～
一
五
日
（
ま
た
は
一
四
日
）
太
鼓
踊
り

　
　
　
　
二
七
日
　
頭
殿
、
御
社
に
参
る
。
御
子
舞
（
内
侍
舞
）
、
神
楽
あ
り

　
　
　
　
二
入
日
　
御
子
舞
、
相
撲
あ
り

　
以
上
の

よ
う
に
、
谷
山
や
桜
島
を
は
じ
め
と
す
る
鹿
児
島
近
郊
の
村
落
が
、

日
に
わ
た
っ
て
次
々
と
太
鼓
踊
り
を
諏
訪
神
社
に
奉
納
し
た
の
で
あ
る
。

十
数
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④
画
像
資
料
の
検
討
と
参
加
地
域
の
伝
承

　
本
章
で
は
『
薩
摩
国
諏
訪
社
祭
礼
練
物
図
』
、
『
倭
文
麻
環
』
所
載
図
、
『
薩
摩
風

土
記
』
所
載
図
の
順
に
検
討
し
て
ゆ
く
。

　
東
京
国
立
博
物
館
に
鹿
児
島
城
下
諏
訪
神
社
の
祭
礼
に
お
け
る
太
鼓
踊
り
を
描
い

た
紙
本
著
色
巻
子
一
巻
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
（
カ
ラ
ー
図
版
1
～
8
が
全
図
）
外

題
箋
に
「
薩
摩
国
諏
訪
社
祭
礼
練
物
図
」
と
あ
り
、
江
戸
後
期
の
作
例
と
推
定
さ
れ

る
。
本
図
は
徳
川
宗
敬
氏
寄
贈
本
（
資
料
番
号
〇
四
五
七
）
と
称
さ
れ
、
徳
川
家
達

が
収
集
し
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
一
本
で
あ
る
。
大
ら
か
な
タ
ッ
チ
で
描
い
た
本
図
の

絵
師
は
未
詳
で
あ
る
が
、
躍
動
感
が
感
じ
ら
れ
、
「
祭
礼
練
物
図
」
と
あ
る
よ
う
に

太
鼓
踊
り
は
練
物
の
一
環
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　

冒
頭
に
「
帝
国
博
物
館
図
書
」
の
朱
印
が
捺
さ
れ
て
お
り
、
以
下
、
行
列
の
場
面

ご

と
に
説
明
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
①
巨
大
な
鬼
面
を
被
り
二
ま
た
の
長
刀
を
持
つ
者
、
②
蓑
笠
を
つ
け
巨
大
な
筍

　
　
の

造
り
物
を
背
負
い
竹
枝
を
杖
に
つ
く
者
、
③
甲
胃
姿
で
■
帽
子
を
つ
け
巨
大

　
　
な
赤
い
鬼
の
手
ら
し
き
造
り
物
を
背
に
負
い
「
金
札
」
の
木
札
を
持
つ
武
士
、

　
　
④
甲
冑
姿
で
長
刀
を
持
つ
武
士
、
⑤
鬼
面
を
被
り
鉄
棒
に
鐘
の
造
り
物
と
提
灯

　
　
を
提
げ
て
歩
く
者
、
⑤
酒
甕
の
造
り
物
を
背
負
い
、
柄
杓
を
手
に
持
ち
、
朱
塗

　
　
り
の
酒
盃
を
笠
に
す
る
狸
々
の
仮
装
、
⑥
酒
甕
の
造
り
物
に
人
が
入
り
、
酒
仙

　
　
風
の

男
が
団
扇
を
手
に
持
ち
酒
甕
を
杖
で
背
負
う
、
⑦
巨
大
な
座
頭
の
面
を
被

　
　
り
、
琵
琶
法
師
の
仮
装
で
杖
を
突
く
者
の
順
で
あ
る
。

　
以
上
の

八
人

（
カ
ラ
ー
図
版
1
～
3
）
が
太
鼓
踊
り
を
先
導
す
る
仮
装
の
練
物
風

流

で
あ
ろ
う
。
②
は
二
十
四
孝
の
仮
装
と
思
わ
れ
る
。
③
と
④
は
能
の
曲
「
羅
生
門
」

の

練
物
で

あ
ろ
う
。
そ
の
筋
を
記
す
と
、
羅
生
門
に
鬼
が
出
る
と
い
う
噂
の
実
否
に

つ
い

て
、
渡
辺
綱
と
平
井
保
昌
の
言
い
争
い
に
な
る
。
綱
は
そ
の
噂
を
確
か
め
に
行

き
、
門
の
石
壇
上
に
あ
が
り
、
証
拠
の
「
金
札
」
を
立
て
て
帰
ろ
う
と
す
る
と
、
鬼

神
が
現
れ
て
綱
の
兜
を
掴
ん
だ
。
綱
は
格
闘
の
果
て
、
鬼
神
の
腕
を
斬
り
落
し
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

で
、
鬼
神
は
空
遠
く
逃
げ
去
っ
た
。
③
は
渡
辺
綱
、
④
は
平
井
保
昌
の
仮
装
で
あ
ろ

う
。
⑤
は
大
津
絵
の
テ
ー
マ
と
も
な
っ
て
い
る
「
鬼
と
釣
り
鐘
」
で
あ
る
。

　
次
の
五
人
（
4
の
前
半
）
の
内
、
後
の
四
人
は
子
ど
も
の
よ
う
で
あ
る
。
先
頭
は

刀

の
一
本
差
し
で
団
扇
を
手
に
赤
い
笠
を
被
る
が
、
こ
の
笠
は
大
太
鼓
の
幟
旗
の
頂

の

飾
り
物
（
以
降
、
矢
旗
と
表
記
す
る
）
と
同
様
で
あ
る
。
次
に
長
刀
と
銭
を
持
つ

子

ど
も
が
続
く
。
次
の
三
人
（
4
の
後
半
）
は
大
人
の
よ
う
で
あ
り
、
長
刀
、
毛
槍

を
持
つ
者
、
最
後
尾
は
赤
い
笠
と
衣
装
で
躍
動
的
に
踊
っ
て
い
る
。

　
次

に
は
一
〇
人
の
大
太
鼓
（
5
）
が
続
く
。
順
に
記
す
と
、
金
色
の
玉
を
頂
に
据

え
た
矢
旗
で
、
幟
は
土
俵
と
力
士
、
赤
い
笠
（
後
続
の
鉦
打
ち
の
赤
い
笠
と
同
様
で

あ
る
）
を
頂
に
据
え
た
矢
旗
で
、
幟
は
鯉
の
滝
登
り
、
鶴
の
造
り
物
を
頂
に
据
え
た

矢
旗
で
、
幟
は
上
を
見
上
げ
る
中
国
人
風
の
老
人
、
竹
籠
を
頂
に
据
え
た
矢
旗
で
、

幟
は
岩
に
日
の
出
、
日
の
丸
の
軍
扇
ら
し
き
も
の
を
頂
に
据
え
た
矢
旗
、
御
幣
と
四

手

を
頂
に
据
え
た
矢
旗
で
、
幟
は
竹
の
枝
、
赤
い
玉
ら
し
き
も
の
を
頂
に
据
え
た
矢

旗
、
黒
か
青
の
玉
ら
し
き
も
の
を
頂
に
据
え
た
矢
旗
、
竹
籠
の
瓢
箪
を
頂
に
据
え
た

矢
旗
で
、
幟
は
達
磨
、
赤
い
飾
り
物
を
頂
に
据
え
た
矢
旗
で
、
幟
は
風
に
吹
き
飛
ば

さ
れ
た
傘
の
順
で
あ
る
。

　
次

に
五
人
の
鉦
打
ち
（
6
の
後
半
）
が
続
く
。
四
人
は
赤
い
笠
で
、
縁
が
あ
る
笠

三

人

と
、
縁
な
し
笠
二
人
で
あ
る
。
五
人
目
の
笠
に
は
縁
が
あ
り
、
縁
と
腰
か
ら
五

色
の
紙
飾
り
が
垂
れ
て
い
る
。
五
人
の
内
、
四
人
ま
で
が
刀
を
差
し
て
い
る
。

　
次

に
四
人
の
小
太
鼓
（
入
鼓
）
（
7
の
前
半
）
が
続
く
。
首
か
ら
赤
い
紐
で
腹
に
固

定

し
て
打
つ
様
子
で
あ
る
。
一
人
は
赤
い
縁
な
し
笠
で
、
腰
か
ら
五
色
の
紙
飾
り
が

垂

れ
、
一
人
は
笠
の
縁
か
ら
五
色
の
紙
飾
り
が
垂
れ
、
二
人
に
は
被
り
物
は
な
い
。

小
太
鼓
打
ち
の
内
、
先
頭
の
一
人
が
刀
を
差
し
て
い
る
。

　
次

に
二
本
差
し
の
警
固
ら
し
き
も
の
、
一
〇
人
の
大
太
鼓
（
7
の
後
半
と
8
）
が

続
く
。
大
太
鼓
の
い
く
つ
か
に
、
前
方
で
支
え
る
役
の
男
が
つ
く
。
順
に
記
す
と
、

毛
槍
の
毛
を
頂
に
据
え
た
矢
旗
、
剣
を
頂
に
据
え
た
矢
旗
で
、
幟
は
雲
龍
、
燈
に
餅
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の

鏡
餅
ら
し
き
造
り
物
を
頂
に
据
え
た
矢
旗
で
、
幟
は
布
袋
、
「
大
神
宮
」
と
墨
書

さ
れ
た
祓
箱
と
御
幣
を
頂
に
据
え
た
矢
旗
で
、
幟
は
中
国
人
風
の
老
人
、
傘
に
赤
い

玉

ら
し
き
も
の
を
頂
に
据
え
た
矢
旗
で
、
幟
は
竹
に
虎
、
軍
扇
（
軍
配
）
ら
し
き
も

の

を
頂
に
据
え
た
矢
旗
で
、
幟
は
梅
を
見
上
げ
る
僧
ら
し
き
男
、
赤
い
玉
と
草
ら
し

き
も
の
を
頂
に
据
え
た
矢
旗
、
金
色
の
玉
ら
し
き
も
の
を
頂
に
据
え
た
矢
旗
、
毛
槍

の
毛

と
造
花
を
頂
に
据
え
た
矢
旗
で
、
幟
は
梅
木
に
猿
、
綜
ら
し
き
も
の
を
頂
に
据

え
た
矢
旗
で
、
幟
は
放
屍
に
飛
ば
さ
れ
た
扇
と
碁
盤
の
順
で
あ
る
。
最
後
に
荷
持
ち

の
男
な
ど
が
続
く
。

　

大
太
鼓
の

竹
籠
の
矢
旗
は
六
ツ
目
編
み
と
思
わ
れ
、
入
来
町
浦
之
名
山
下
の
矢
旗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

の
頂

図
4
（
8
2
頁
）
に
も
見
え
る
。
軍
配
型
の
矢
旗
は
現
在
で
も
日
置
郡
吹
上
町
田

尻
の
伊
作

田
太
鼓
踊
り
に
見
ら
れ
る
ト
ウ
ウ
ッ
バ
（
唐
団
扇
）
と
呼
ば
れ
る
矢
旗
図

3
（
8
2
頁
）
に
繋
が
る
。
『
薩
摩
年
中
行
事
』
に
よ
る
と
、
羽
毛
飾
り
の
矢
旗
の
記

述
が
あ
り
、
同
絵
巻
に
も
描
か
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　

と
こ
ろ
で
、
所
崎
平
氏
が
紹
介
し
た
『
大
口
士
踊
之
記
』
と
い
う
興
味
深
い
資
料

が
あ
る
。
筆
者
は
実
見
し
て
い
な
い
の
で
、
氏
に
よ
る
解
読
に
よ
っ
て
内
容
を
紹
介

し
よ
う
。
薩
摩
国
北
端
肥
後
国
境
の
現
大
口
市
の
大
口
郷
の
地
頭
で
あ
っ
た
武
蔵
守

新
納
忠
元
（
一
五
二
六
～
一
六
一
〇
年
）
は
、
若
者
の
英
気
を
起
す
た
め
に
踊
り
を

興
行

し
た
。
忠
元
は
天
正
一
五
年
（
一
五
八
七
）
、
島
津
氏
が
豊
臣
秀
吉
に
帰
順
し

た
の
ち
も
秀
吉
に
抵
抗
す
る
動
き
を
見
せ
た
（
『
新
納
忠
元
勲
功
記
』
）
気
骨
あ
る
地
頭

と
し
て
人
気
が
あ
っ
た
。

　
『
大
口
士
踊
之
記
』
は
天
保
五
年
（
一
入
三
四
）
九
月
二
三
日
に
、
忠
元
を
偲
ん

で
行

わ
れ
た
太
鼓
踊
り
の
資
料
で
あ
る
。
寅
（
明
け
方
）
に
大
筒
、
鉄
砲
を
合
図
と

し
て
貝
を
吹
き
起
こ
し
、
遠
丘
の
兵
が
各
々
立
ち
出
で
、
射
場
に
馳
せ
集
っ
た
。
組

頭
の
役
が
隊
伍
を
定
め
、
首
太
鼓
を
合
図
に
、
総
勢
を
押
し
出
し
た
。
先
陣
一
騎
は

馬
印
、
屋
号
旗
を
差
し
、
一
の
若
党
中
を
引
き
具
し
た
。
次
に
麻
袴
の
士
が
二
人
、

棒
突
き
の
口
座
四
人
が
続
く
。

　
第
一
番
は
「
大
き
引
」
三
人
を
先
導
と
し
金
輪
文
様
に
立
ち
、
組
所
が
勤
め
る
。

采
配

を
掛
け
、
母
衣
を
負
い
、
種
々
の
旗
を
吹
き
靡
か
せ
、
今
日
を
晴
れ
の
出
で
立

ち
で
あ
る
。
武
者
二
人
を
両
脇
に
、
児
子
、
供
五
〇
人
が
列
を
整
え
る
。
陣
羽
織
に

籠
手
を
さ
す
。

　

第
二
番
は
「
手
引
」
二
人
を
先
導
と
し
、
鉦
と
入
鼓
の
役
者
は
二
列
を
成
す
。
歌

上
げ
の

若
衆
二
人
は
赤
地
の
陣
羽
織
に
萌
黄
の
小
袴
を
一
様
に
着
す
。
口
髪
に
白
鉢

巻
、
金
の
撞
木
を
突
く
装
い
は
美
し
い
。
歌
の
若
者
二
〇
人
、
鉦
と
入
鼓
の
役
者
は

一
八
人
、
君
待
勤
の
陣
羽
織
に
籠
手
を
さ
す
所
は
鼓
の
役
一
人
で
あ
り
、
組
頭
勤
の

鎧
に

服
を
負
い
、
采
配
を
掛
け
、
わ
ざ
と
冑
は
着
な
い
。
鼓
の
役
は
一
五
人
か
ら
成

り
、
鎧
、
陣
羽
織
に
籠
手
を
さ
す
も
の
も
い
る
。
太
鼓
よ
り
以
上
は
一
列
に
立
つ
。

中
歌
の
頭
取
は
二
人
、
中
歌
は
九
〇
人
か
ら
成
る
。

　

第
三
番
は
「
手
引
」
二
人
を
先
導
と
し
、
同
勢
二
〇
〇
人
が
続
く
。
家
の
紋
を
付

け
た
鎧
腹
巻
を
つ
け
て
い
る
。

　

第
四
番
は
「
楽
手
引
」
二
人
を
先
導
と
し
、
鉦
と
入
鼓
の
役
者
一
三
人
、
太
鼓
の

役
は
一
六
人
か
ら
成
る
。

　

第
五
番
は
「
手
引
」
二
人
を
先
導
に
、
行
列
直
二
人
と
同
勢
二
一
〇
人
が
続
く
。

　

第
六
番
は
「
兵
子
頭
」
一
人
を
先
導
と
し
、
七
〇
歳
の
老
武
者
が
若
衆
の
人
形
を

背
負
う
。
兵
子
組
は
一
四
九
人
か
ら
成
り
、
渋
帷
子
を
お
り
な
し
て
、
三
尺
八
寸
の

太
刀

を
侃
き
、
拳
を
堅
め
、
肱
を
張
る
。
頭
押
九
人
が
三
列
に
立
ち
、
手
引
や
頭
押

の

武
者
は
行
装
が
殊
に
厳
し
く
、
簸
・
空
穂
・
虎
や
猿
猴
の
負
物
、
三
重
の
傘
車
の

差

物
、
あ
る
い
は
ナ
サ
ノ
関
、
狸
々
の
酒
甕
、
羅
生
門
の
鬼
の
手
、
月
中
の
兎
、

八
角
の
金
棒
等
、
皆
、
目
に
立
つ
、
極
み
の
趣
向
で
あ
っ
た
。
次
は
行
列
直
五
人
、

同
頭
取
一
人
、
組
頭
勤
の
後
陣
は
年
寄
役
四
人
か
ら
成
る
。
そ
の
あ
と
、
総
勢
の
供

人
は

兵
杖
を
持
つ
も
の
数
百
人
に
及
ぶ
。

　
仮
屋

の
大
広
間
の
正
面
の
幕
を
上
げ
、
地
頭
、
地
頭
代
を
始
め
、
年
寄
そ
の
ほ
か
、

役
々
が
席
を
正
し
く
並
び
い
る
。
総
勢
七
七
〇
人
が
甲
冑
を
着
し
、
広
庭
へ
繰
り
入

れ

た
。
先
ず
、
「
大
手
引
」
が
二
輪
ば
か
り
繰
り
入
れ
た
頃
に
、
「
楽
手
引
」
が
拍
子

方
の
役
者
を
引
き
、
真
中
に
歌
ひ
け
・
歌
頭
・
鉦
・
入
鼓
の
役
者
が
一
輪
と
な
る
。
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次

に
中
歌
一
輪
、
そ
の
外
に
同
勢
三
輪
、
坂
口
り
六
輪
と
兵
子
組
一
輪
、
合
せ
て
七

輪
の

踊
り
と
な
る
。
一
輪
の
折
り
目
毎
に
、
武
者
一
人
ず
つ
が
仁
王
に
立
ち
、
繰
り

踊
り
終
っ
て
礼
譲
の
拍
子
に
随
い
、
総
勢
は
折
り
敷
く
。
暫
く
あ
っ
て
、
頭
太
鼓
の

役
よ
り
「
引
上
の
太
鼓
」
を
打
ち
、
声
に
応
じ
て
次
第
に
立
ち
上
り
、
長
入
鼓
に
な

る
。
千
早
振
る
真
実
の
歌
は
今
は
都
に
な
し
、
逸
る
と
拍
子
に
連
れ
て
総
勢
の
踊
り

に
な
る
。
こ
の
時
英
気
が
十
分
に
発
し
、
足
音
が
大
地
を
動
か
し
、
叫
声
は
雷
の
よ

う
で
あ
る
。
「
思
ひ
は
さ
ま
沖
の
鳴
戸
御
崎
山
」
等
の
歌
が
あ
り
、
「
首
も
愛
宕
の
御

利
生
や
面
白
や
」
と
、
歌
い
終
わ
っ
て
一
同
に
、
エ
イ
エ
イ
オ
ー
と
足
を
踏
み
鳴
ら

し
、
折
敷
、
頭
太
鼓
〆
引
上
の
太
鼓
を
打
つ
。
こ
れ
か
ら
道
太
鼓
に
な
る
。
参
加
し

た
八
百
人
の
壮
士
は
機
の
糸
を
繰
る
が
如
く
、
進
退
す
る
。

　
以
上
が

『大
口

士
踊
之
記
』
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
が
、
第
六
番
の
練
物
（
棒
線
筆

者
）
に
は
『
薩
摩
国
諏
訪
社
祭
礼
練
物
図
』
と
同
じ
趣
向
が
あ
る
。
こ
の
踊
り
は
士

踊
り
と
あ
る
よ
う
に
、
武
士
踊
り
で
あ
ろ
う
が
、
練
物
の
趣
向
は
共
通
す
る
も
の
で
、

近
世
後
期
の
時
代
相
が
反
映
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
次
に
薩
摩
の
国
学
者
で
あ
る
白
尾
国
柱
（
一
七
六
二
～
一
八
二
一
）
に
よ
る
『
倭

　
　
（
2
6
）

文
麻
環
』
（
文
化
九
年
1
1
一
八
一
二
）
所
載
図
図
5
（
8
3
頁
）
の
検
討
に
移
る
。
同
書

に
は
「
桜
島
踊
ハ
鹿
児
島
近
在
谷
山
踊
り
の
終
て
後
踊
り
来
る
、
拍
子
方
も
各
別
に

ち
か
ひ
多
人
数
な
れ
ハ
頭
屋
の
庭
に
は
容
さ
る
な
と
あ
り
」
と
あ
る
。
十
数
人
の
大

太
鼓
が
取
り
巻
く
円
陣
の
中
の
踊
り
が
描
か
れ
て
い
る
。
大
き
く
二
組
が
確
認
で
き
、

右
は

子
供
、
左
は
大
人
の
踊
り
で
あ
り
、
と
も
に
花
笠
を
被
っ
て
い
る
。
右
は
小
太

鼓
の
イ
レ
コ
（
入
鼓
）
打
ち
六
人
が
二
列
と
な
り
両
手
の
檸
で
打
っ
て
い
る
。
そ
の

左
で

は
二
人
が
鉦
を
左
手
で
持
ち
、
右
手
の
檸
で
打
っ
て
い
る
。
こ
の
八
人
が
一
組

ら
し
い
。
左
の
大
人
八
人
の
鉦
打
ち
も
一
組
ら
し
い
。
二
組
の
中
央
に
は
警
固
役
が

た
む
ろ
す
る
。
先
導
者
は
鎧
の
上
に
羽
織
を
着
、
細
い
棒
持
ち
が
四
人
、
棒
持
ち
の

甲
冑
武
者
一
人
、
鎧
の
長
刀
持
ち
二
人
（
一
人
は
烏
帽
子
）
、
鎧
を
つ
け
た
鬼
面

（鼻
高
面
）
が
錫
杖
を
持
っ
て
い
る
。
大
太
鼓
打
ち
が
背
負
っ
た
長
方
形
の
箱
の
よ

う
な
も
の
の
中
に
幟
が
差
さ
れ
て
い
る
。
幟
に
は
月
に
鶴
、
花
、
虎
、
龍
な
ど
が
描

か

れ
、
染
め
ら
れ
て
い
る
。
大
太
鼓
打
ち
は
何
も
被
っ
て
い
な
い
。
総
勢
四
〇
名
ほ

ど
の
桜
島
踊
り
で
あ
る
。

　
『
倭
文
麻
環
』
「
郊
市
舞
井
上
町
来
由
」
に
記
さ
れ
た
太
鼓
踊
り
に
関
す
る
記
事
を

箇
条
書
き
に
し
て
み
る
。

一

、
「
近
郊
二
十
四
ヶ
名
の
百
姓
踊
」
の
起
源
は
不
明
で
あ
る
。

二
、
寛
正
六
年
（
一
四
六
五
）
島
津
立
久
の
御
射
山
祭
の
頃
か
ら
頭
殿
の
歓
待
（
も

　
　
て

な
し
）
の
た
め
に
舞
踏
な
ど
が
始
め
ら
れ
た
。

三
、
「
今
の
踊
拍
子
方
」
は
島
津
義
弘
が
朝
鮮
出
兵
の
帰
り
に
肥
前
五
島
で
習
い
、

　
　
加
治
木
で
踊
ら
せ
た
。
そ
の
後
、
鹿
児
島
の
頭
屋
踊
り
で
踊
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
　

こ
れ
を
「
五
島
踊
り
」
と
言
う
。

四
、
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
六
月
、
維
新
様
（
島
津
義
弘
）
よ
り
中
納
言
（
三
男

　
　
家
久
）
へ
の
手
紙
に
、
「
衆
中
踊
り
」
（
武
士
踊
り
）
は
差
し
留
め
、
百
姓
踊
り

　
　

は
旧
例
の
通
り
、
「
小
踊
り
」
に
て
踊
る
よ
う
に
指
示
が
出
て
い
る
。

五
、
百
姓
踊
り
は
一
郷
一
八
ヶ
村
が
順
々
に
あ
た
り
、
一
年
に
二
、
三
村
ず
つ
組
み

　
　
合
せ

て
、
城
下
に
渡
り
来
て
「
頭
屋
踊
り
」
を
す
る
。
中
絶
し
て
い
た
も
の
を

　
　
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
七
月
二
日
よ
り
再
興
し
た
。

六
、
そ
の
鉦
の
音
曲
は
近
郊
の
拍
子
と
は
異
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
次
に
、
『
薩
摩
風
土
記
』
所
載
の
「
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
巳
年
番
組
　
南
林

寺
行
図
」
図
6
（
8
3
頁
）
の
検
討
に
移
る
。

　
南
林
寺
は
鹿
児
島
市
内
松
原
町
に
所
在
し
た
寺
院
で
、
松
原
山
と
号
し
、
福
昌
寺

末
の
曹
洞
宗
寺
院
で
あ
っ
た
。
『
島
津
国
史
』
に
よ
る
と
、
弘
治
三
年
（
一
五
五
七
）

島
津
貴
久
が
創
建
し
た
と
い
う
。
毎
年
六
月
二
一
二
日
の
貴
久
の
命
日
に
は
壮
大
な
六

月
灯
が
行
わ
れ
た
。
「
島
津
義
久
条
々
」
（
『
薩
藩
旧
記
雑
録
』
）
に
よ
る
と
、
天
正
一
〇

年
（
一
五
八
二
）
三
月
一
六
日
、
島
津
義
久
は
当
寺
を
保
護
す
る
定
書
を
出
し
て
い

る
。
本
図
左
上
に
は
南
林
寺
が
描
か
れ
、
行
列
は
そ
こ
に
向
か
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
中
太
鼓
の
鉦
を
先
頭
に
、
鳥
毛
指
物
を
負
っ
た
中
太
鼓
が
続
く
。
中
太
鼓
の

さ
し
渡
し
（
直
径
）
は
二
、
三
尺
と
あ
る
の
で
、
六
十
数
鍵
．
か
ら
一
層
弱
で
あ
る
。
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次

に
大
き
な
花
笠
ら
し
き
も
の
を
被
っ
た
大
太
鼓
の
鉦
が
続
く
。
大
太
鼓
の
さ
し
渡

し
は
五
尺
と
あ
る
の
で
、
百
五
十
数
弛
．
で
あ
る
。
大
太
鼓
は
幟
を
背
負
っ
て
い
る
。

本
図
右
上
に
は
「
朝
鮮
の
戦
に
打
勝
帰
国
の
せ
つ
、
近
郷
廿
四
ヶ
村
の
百
姓
悦
の
祭

り
也
、
右
之
太
鼓
ハ
し
ゆ
ん
ま
ハ
リ
ニ
村
々
へ
あ
た
る
也
、
此
外
に
上
町
下
町
λ
子

供
お

ど
り
芝
居
附
祭
り
出
る
吉
原
の
に
ハ
か
の
こ
と
し
二
引
道
具
な
り
」
と
記
さ
れ

て

い

る
。
子
供
踊
り
芝
居
も
出
、
さ
ら
に
附
祭
り
が
遊
廓
の
俄
の
如
き
道
具
立
て
と

い
う
興
味
深
い
記
事
で
あ
る
。
「
文
政
四
年
巳
年
番
組
」
と
し
て
、
小
山
田
村
・
荒

田
村
・
西
田
村
、
郡
元
村
・
中
村
・
木
の
口
村
、
犬
迫
・
皆
房
村
・
上
伊
敷
村
、
下

田
村
・
小
野
村
・
原
良
村
、
永
吉
・
谷
山
村
・
桜
嶋
の
三
ヶ
村
一
組
で
五
組
の
番
組

が
記

さ
れ
る
。
小
山
田
と
桜
島
は
一
村
で
担
当
す
る
と
あ
る
『
薩
摩
年
中
行
事
』
と

は
記
述
が
異
な
る
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
「
廿
四
ヶ
村
之
内
隔
年
二
あ
た
る
」
記

述
以
上

に
こ
の
年
は
一
五
ヶ
村
が
参
加
し
て
お
り
、
文
政
四
年
は
本
図
が
描
か
れ
る

べ
く
し
て
描
か
れ
た
特
別
な
年
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
と
こ
ろ
で
、
『
御
関
狩
井
士
踊
由
緒
御
記
録
奉
行
し
ら
へ
写
』
と
い
う
史
料
に
、

「
伊
地

知
周
防
守
重
康
慶
長
八
年
（
一
六
一
三
）
日
記
書
抜
」
が
併
記
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
七
月
一
二
日
条
に
「
清
水
・
萩
原
衆
」
が
一
緒
に
な
っ
て
踊
り
、
清
水
衆

が
談
議
所
に
お
い
て
、
萩
原
衆
は
南
林
寺
と
「
み
う
国
寺
」
で
踊
っ
た
、
と
あ
る
。

注

と
し
て
、
下
方
限
を
萩
原
衆
、
上
方
限
を
清
水
衆
と
い
う
、
と
あ
る
。
「
み
う
国

寺
」
と
は
、
当
時
、
下
伊
敷
に
あ
っ
た
曹
洞
宗
の
鹿
児
島
福
昌
寺
末
の
妙
谷
寺
で
あ

ろ
う
。
『
三
国
名
勝
図
会
』
に
よ
る
と
、
島
津
義
久
が
当
地
に
移
し
た
と
い
う
。
『
島

津
竜
伯
書
下
』
（
『
薩
藩
旧
記
雑
録
』
所
収
）
に
よ
る
と
、
慶
長
二
年
（
一
六
〇
六
）

四

月
、
義
久
は
当
寺
再
興
の
た
め
五
〇
〇
石
を
寄
進
し
て
い
る
。
南
林
寺
は
祭
礼
に

お
い
て
萩
原
衆
が
踊
り
込
む
寺
で
あ
り
、
先
述
し
た
『
薩
摩
年
中
行
事
』
に
よ
る
と
、

百
姓
踊
り
も
こ
の
寺
に
踊
り
込
む
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　
鹿
児
島
城
下
諏
訪
神
社
祭
礼
に
太
鼓
踊
り
を
奉
納
し
た
小
山
田
、
犬
迫
、
西
別
府

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

の

民
俗
芸
能
調
査
を
行
な
っ
て
い
る
松
原
武
実
氏
に
よ
る
と
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
小
山
田

太
鼓
踊
　
戦
前
は
旧
七
月
二
八
日
に
諏
訪
神
社
に
雨
乞
い
と
虫
除
け
祈
願
と
し

て

奉
納
し
た
。
戦
後
は
小
山
田
町
で
保
存
会
を
作
り
、
名
越
を
中
心
に
踊
っ
て

い

る
。
踊
は
①
打
っ
立
て
、
②
道
楽
、
③
踊
庭
の
三
部
分
か
ら
成
っ
て
い
る
。

①
は
道
楽
の
前
に
や
り
、
道
楽
を
始
め
る
合
図
。
②
は
一
番
道
か
ら
九
番
道
ま

で

あ
る
。
国
道
三
号
線
に
集
合
し
て
諏
訪
神
社
ま
で
道
楽
を
打
っ
た
。
③
は
一

番
道
か
ら
六
番
道
ま
で
あ
り
、
す
べ
て
に
歌
が
つ
い
て
い
る
。
各
庭
の
あ
と
に

庭

ク
ヤ
シ
が
あ
り
、
引
キ
廻
シ
が
続
く
。
歌
詞
は
以
下
で
あ
る
が
、
現
在
は
一

番
、
三
番
、
五
番
の
各
庭
を
伝
承
し
て
い
る
。
虫
除
け
（
虫
べ
）
の
た
め
の
歌
も

別
に
あ
る
が
、
こ
れ
も
現
在
は
踊
ら
な
い
。

一
番
庭
（
若
君
様
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
が
き

　
若
君
様
に
あ
げ
た
着
物
は
　
弓
懸
に
弓
と
的
矢
を
そ
え
て

　
す
ご
ろ
く
板
に
お
尺
八

　
屋
島
の
宮
に
参
り
て
み
れ
ば
　
白
木
の
な
ぎ
な
た
千
振
り
ご
ざ
る

　
青
葉
の
笛
は
か
ず
し
れ
ず

二
番
庭

　
（
1
）

（2
）

三

番
庭

　
（
1
）

（2
）

四
番
庭

　
山
寺
に
や
ま
で
ら
に

　
て
ら
す
も
み
じ
か
な

（山
が
ら
し
ず
め
）

山
が
ら
が
山
が
ら
が
山
が
ほ
そ
い
て
里
に
で
る
里
に
出
た
山
が
は

す
み
よ
か
ろ
　
里
で
さ
さ
れ
て
山
こ
い
し

住
吉
の
住
吉
の
す
み
に
す
ず
め
が
巣
を
か
け
た
巣
く
う
す
ず
め
は

す
み
よ
か
ろ
　
里
で
さ
え
す
ず
め
は
す
み
よ
か
ろ

（千
本
榎
木
）

こ
れ
の
お
庭
の
千
本
榎
木
え
の
き
の
実
は
な
ら
ず
黄
金
の
花
が
咲
く

こ
れ
も
殿
様
福
え
の
き

こ
れ
の
お
庭
の
七
九
の
竹
を
　
よ
か
ろ
日
を
み
て
切
り
そ
え
お
き
て

あ
や
と
に
し
き
の
か
け
ざ
お
に

（山
寺
）

　
　
　
　
　
　

参
り
て
み
れ
ば
や
れ
な
つ
か
し
や
　
き
ゃ
く
で
を
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五
番
庭

　
も
み
じ
ふ
み
わ
け
も
み
じ
ふ
み
わ
け
か
え
る
は
も
み
じ
ば
の
か
え
る
ほ
は

　
し
ら
ば
の
上
を
み
れ
ば
や
れ
な
つ
か
し
や
エ
ー
イ
ン
ジ
ョ
エ
ー
イ
ン
ジ
ヨ

　
エ
ー
イ
ン
ジ
ョ
エ
ー
イ
ン
ジ
ョ
エ
ー
イ
ン
ジ
ョ
エ
ー
イ
ン
ジ
ョ
そ
れ
は
さ
て

　
え
い
ん
じ
ょ
　
え
い
ん
じ
ょ

六
番
庭

　
（
1
）
　
む
か
え
の
浜
に
む
か
え
の
浜
に
　
し
お
く
む
女
郎
が
こ
づ
ま
に

　
　
　
　
か

の

こ
ぬ
れ
て
し
お
ら
し
や
　
あ
や
と
に
し
き
の
か
け
ざ
お
に

　
（
2
）
　
や
な
ぎ
こ
や
な
ぎ
い
と
や
な
ぎ
春
の
う
ぐ
い
す
ほ
け
き
ょ
う
を
よ
む

　
　
　
　
あ
や
と
に
し
き
の
か
け
ざ
お
に

虫
除
け
（
虫
べ
）

　
（
1
）
　
実
盛
ど
の
の
召
し
た
る
笠
は
ぬ
り
て
が
よ
い
か
も
と
の
諸
道
具
の

　
　
　
　
で

き
が
よ
い
か

　
（
2
）
　
異
国
よ
り
さ
く
ら
虫
が
い
て
そ
れ
は
よ
お
し
も
ど
せ
伊
勢
の
神
風

　
　
　
　

シ
ャ
ベ
は
う
せ
て
秋
と
な
る

犬
迫

太
鼓
踊
　
毎
年
犬
迫
小
学
校
の
子
供
た
ち
が
踊
っ
て
い
る
。
戦
前
は
犬
迫
と
西

別
府
が
合
同
で
踊
っ
て
い
た
。
戦
後
別
々
に
踊
る
よ
う
に
な
っ
た
。
八
房
神
社

の
六

月
灯
の
頃
踊
っ
て
い
た
。
犬
迫
全
体
で
踊
っ
て
い
た
が
、
昭
和
四
九
年
頃

萩
別
府
が
復
活
さ
せ
た
。
雨
乞
い
や
虫
追
い
の
た
め
に
踊
っ
た
と
い
う
話
は
な

い
。
道
楽
は
九
番
ま
で
あ
る
。
庭
踊
の
前
に
馬
攻
め
が
あ
る
。
庭
踊
は
二
一
の

小

さ
な
踊
か
ら
成
っ
て
い
る
。
歌
も
つ
い
て
い
る
。
太
鼓
一
〇
人
以
上
、
カ
ネ

六
人
の
編
成
。

西
別
府

太
鼓
踊
　
カ
ネ
踊
と
も
言
う
。
大
正
初
期
ま
で
は
犬
迫
と
合
同
で
踊
っ
て
い
た
。

以
後
は
別
々
に
踊
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
は
ほ
ぼ
中
断
せ
ず
に
現
在
に
至
っ

て

い

る
。
七
月
二
八
日
の
諏
訪
神
社
の
六
月
灯
で
ほ
ぼ
毎
年
踊
っ
て
い
る
。
西

別
府
は
上
（
岩
屋
・
金
井
迫
）
と
下
に
分
か
れ
て
お
り
、

に
踊
っ
て
い
た
。

⑤
画
像
資
料
の
太
鼓
と
徳
重
の
大
バ
ラ
太
鼓
踊
り

昔
は
こ
れ
が
い
っ
し
ょ

　
二
〇

〇
二
年
二
月
八
日
か
ら
三
月
一
〇
日
ま
で
鹿
児
島
県
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
黎

明
館
の
企
画
特
別
展
と
し
て
「
太
鼓
は
語
る
ー
鹿
児
島
と
ア
ジ
ア
の
響
き
合
い
ー
」

と
い
う
展
覧
会
が
開
催
さ
れ
た
。
筆
者
は
実
見
で
き
な
か
っ
た
が
、
カ
タ
ロ
グ
よ
り

日
置
郡
伊
集
院
町
徳
重
の
大
太
鼓
（
カ
ラ
ー
図
版
9
）
が
『
薩
摩
国
諏
訪
社
祭
礼
練

物
図
』
と
形
態
的
に
似
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。

　
『
伊
集
院
氏
系
図
』
や
『
伊
集
院
由
緒
記
』
に
よ
る
と
、
伊
集
院
町
徳
重
に
あ
っ

た
曹
洞
宗
妙
円
寺
は
、
一
四
世
紀
末
、
伊
集
院
忠
国
の
子
を
開
山
と
し
て
創
建
さ
れ

（3
0
）

た
。
宝
徳
二
年
（
一
四
五
〇
）
の
伊
集
院
氏
没
落
後
は
守
護
島
津
氏
の
支
配
下
と
な
っ

た
。
島
津
立
久
が
定
め
た
、
永
正
＝
年
（
一
五
一
四
）
「
伊
集
院
諏
訪
御
祭
礼
年
四

回
数
番
帳
」
（
『
伊
集
院
由
緒
記
』
）
に
よ
る
と
、
「
八
番
　
徳
重
名
」
と
み
え
、
下
谷
口

の
諏
訪
明
神
（
現
南
方
神
社
）
の
祭
礼
に
奉
仕
し
て
い
る
。
妙
円
寺
は
廃
仏
殿
釈
で

廃
寺
と
な
り
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
、
徳
重
神
社
が
そ
の
跡
地
に
、
島
津
義
弘

を
祭
神
と
し
て
建
立
さ
れ
た
。
毎
年
旧
暦
の
九
月
一
四
日
の
宵
か
ら
一
五
日
の
暁
に

か

け
て
行
な
わ
れ
て
い
る
妙
円
寺
詣
に
は
以
下
の
伝
承
が
あ
る
。
関
ヶ
原
の
合
戦
に

お

い

て
、
島
津
義
弘
の
軍
勢
は
「
チ
ェ
ス
ト
イ
ケ
関
ヶ
原
」
と
叫
び
な
が
ら
敵
前
突

破
を
敢
行
し
、
山
岳
地
帯
を
乗
り
越
え
て
堺
か
ら
船
で
帰
郷
し
た
。
妙
円
寺
詣
は
そ

の
心
意
気
を
た
た
え
、
士
気
を
鼓
舞
し
て
心
身
を
鍛
練
す
る
た
め
に
、
鹿
児
島
城
下

を
は
じ
め
近
郷
な
ど
か
ら
夜
を
徹
し
て
武
者
行
列
を
組
織
し
て
、
義
弘
の
菩
提
寺
妙

円
寺
ま
で
参
拝
し
、
義
弘
の
霊
を
慰
め
た
行
事
で
あ
る
。
現
在
は
一
〇
月
第
四
日
曜

日
に
徳
重
神
社
に
参
拝
し
、
境
内
で
は
剣
道
な
ど
の
武
道
大
会
が
開
催
さ
れ
、
沿
道

に
は
露
店
が
並
び
賑
わ
う
。
勇
壮
な
徳
重
大
バ
ラ
太
鼓
踊
り
も
奉
納
さ
れ
カ
ラ
ー
図

版

9
、
使
用
さ
れ
る
太
鼓
は
義
弘
が
朝
鮮
で
の
戦
い
に
使
用
し
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
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て

い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

　

川
野
和
昭
氏
に
よ
る
と
、
北
薩
摩
か
ら
北
姶
良
地
域
を
中
心
に
、
直
径
が
一
〇
〇

升．

を
超
え
る
ウ
バ
ラ
（
大
き
な
浅
底
旅
）
二
枚
を
紙
で
張
り
合
わ
せ
た
ウ
バ
ラ
デ
コ

な
ど
、
高
く
大
き
な
音
の
で
な
い
素
朴
な
太
鼓
が
見
ら
れ
る
。
ウ
バ
ラ
と
は
ウ
（
大

き
な
）
＋
バ
ラ
（
浅
底
旅
）
の
意
で
あ
る
。
徳
重
に
は
明
治
七
年
製
の
銘
が
あ
る
太

鼓
も
あ
る
。
徳
重
の
現
在
の
太
鼓
は
「
ウ
バ
ラ
デ
コ
」
と
い
う
も
の
の
、
皮
は
牛
の

背
皮
、
杉
板
の
曲
物
胴
の
紐
締
め
太
鼓
で
あ
る
。
直
径
は
一
二
〇
～
一
四
〇
数
鍵
．
、

幅
二
〇
数
弛
．
、
重
さ
三
〇
数
キ
回
も
あ
る
。
畳
表
で
作
っ
た
緒
を
掛
け
て
胸
に
抱
く
よ

う
に
し
て
付
け
、
細
い
木
の
枝
製
の
檸
二
本
で
叩
く
。
元
は
名
称
通
り
、
大
き
な
バ

ラ
を
二
枚
重
ね
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
画
像
資
料
に
描
か
れ
た
大
太
鼓
は
こ

う
し
た
太
鼓
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
姶
良
郡
蒲
生
町
漆
の
バ
ラ
図
7
（
8
4
頁
）
は
、

バ

ラ
を
二
枚
重
ね
て
和
紙
を
重
ね
張
り
し
た
も
の
で
あ
る
。
徳
重
の
太
鼓
も
こ
う
し

た
形
が
本
来
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
同
郡
栗
野
町
上
馬
場
の
オ
バ
ッ
チ
ョ
踊
り
の
バ
ラ

の

よ
う
に
、
箕
を
利
用
し
た
も
の
も
み
ら
れ
る
。
図
8
・
9
同
郡
吉
松
町
古
川
の
オ

バ
ッ

チ

ョ
踊
り
の
バ
ラ
デ
コ
は
竹
籠
の
胴
に
、
皮
の
代
わ
り
に
二
枚
の
バ
ラ
を
両
側

に
当
て
た
紐
締
め
太
鼓
で
あ
る
。
図
1
0
・
1
1
（
8
5
頁
）
こ
れ
ら
は
ほ
と
ん
ど
音
ら
し

き
音
の
で
な
い
太
鼓
で
あ
る
。

　
画
像
資
料
に
描
か
れ
た
大
太
鼓
短
胴
の
桶
胴
型
の
枠
付
き
紐
締
め
で
あ
り
、
「
巨

大
さ
を
見
る
こ
と
が
主
眼
の
太
鼓
踊
り
」
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
音
曲
は
専
ら
小
・

中
太
鼓
図
1
2
と
鉦
と
歌
声
で
あ
り
、
太
鼓
踊
り
は
「
形
の
風
流
」
を
楽
し
む
も
の
で

あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
矢
旗
は
大
太
鼓
の
踊
り
子
た
ち
が
背
中
に
背
負
う
旗
指
物

で

あ
る
。
北
薩
摩
や
北
姶
良
地
方
を
中
心
に
見
ら
れ
る
一
本
柱
矢
旗
は
、
一
本
の
唐

竹

に
色
々
な
紙
を
細
く
切
り
繋
い
で
下
げ
た
素
麺
と
呼
ば
れ
る
形
や
、
頂
に
花
笠
を

付
け
た
形
、
割
竹
に
し
て
花
び
ら
が
開
い
た
よ
う
な
馬
簾
の
形
な
ど
多
様
な
形
が
見

　
　
（
3
2
）

ら
れ
る
。

　
『
薩
摩
国
諏
訪
社
祭
礼
練
物
図
』
に
描
か
れ
た
百
姓
踊
り
も
、
以
上
の
よ
う
な
太

鼓
踊
り
の
一
例
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

⑥
練
物
と
太
鼓
踊
り

　

風
流
踊
り
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
鎮
送
・
遷
却
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
例
え
ば
、
京
都
今
宮
神
社
の
ヤ
ス
ラ
イ

花

が
一
典
型
と
考
え
ら
れ
、
移
動
し
な
が
ら
神
社
・
寺
・
辻
・
城
中
・
屋
敷
の
庭
な

ど
で
踊
る
こ
と
が
多
く
行
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
移
動
中
の
奏
楽
や
踊
り
を
、
道
行
き
や
道
楽
な
ど
と
い
い
、
庭
踊
り
と
同
様

に
重
要
で
あ
る
。
こ
の
道
行
の
風
流
と
し
て
考
え
る
べ
き
は
、
練
物
と
太
鼓
踊
り
の

関
連
性
の
問
題
で
あ
る
。

　
筆
者
は
二
〇
〇
↓
年
八
月
六
日
（
旧
暦
七
月
七
日
頃
）
、
鹿
児
島
県
日
置
郡
市
来

町
大
里
の
七

夕
踊
り
を
実
見
し
た
。
こ
の
行
事
は
大
里
の
全
集
落
の
青
年
を
中
心
に
、

数
百
人
が
大
行
列
を
行
う
。
こ
の
事
例
は
太
鼓
踊
り
が
練
物
風
流
の
な
か
で
行
な
わ

れ
て

い

た
こ
と
を
実
感
さ
せ
る
が
、
現
行
事
例
と
し
て
は
特
殊
で
あ
る
。
七
夕
踊
り

は
、
鹿
図
1
3
・
1
4
・
虎
図
1
5
・
牛
図
1
6
・
鶴
図
1
7
な
ど
動
物
や
鳥
の
造
り
物
風
流
、

琉
球
王

行
列
（
琉
球
慶
賀
使
節
）
、
大
名
行
列
図
1
8
・
2
3
、
薙
刀
行
列
図
1
9
、
甲
冑

行
列
と
続
き
、
最
後
に
太
鼓
踊
り
図
2
1
・
2
2
と
な
る
。
踊
り
の
最
初
と
最
後
（
庭
上

り
）
は
床
濤
到
住
の
石
碑
図
2
0
前
で
踊
り
、
あ
と
は
大
里
の
田
圃
で
展
開
さ
れ
る
。

床
濤
到
住
は
天
和
四
年
（
↓
六
八
四
）
、
金
鐘
寺
の
住
職
と
協
力
し
て
大
里
水
田
の
開

拓
・
用
水
路
・
用
水
堰
を
計
画
し
た
人
物
で
、
こ
の
行
事
は
用
水
が
完
成
し
た
祝
賀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

の
余
興
と
し
て
始
っ
た
、
と
『
市
来
町
郷
土
誌
』
に
あ
る
。
踊
り
全
体
は
床
濤
到
住

を
供
養
す
る
も
の
で
、
太
鼓
と
鉦
は
稲
作
儀
礼
の
虫
追
い
踊
り
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

　
従
来
の
太
鼓
踊
り
研
究
は
、
祭
礼
の
練
物
風
流
と
の
関
係
性
の
指
摘
が
少
な
か
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

た
。
そ
の
中
で
、
小
野
重
郎
氏
は
興
味
深
い
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

　
　
鹿
児
島
県
下
に
見
ら
れ
る
太
鼓
踊
り
の
中
に
は
太
鼓
踊
り
を
囲
ん
で
垣
ま
わ
り

　
　
と
か
行
列
と
称
す
る
、
い
ろ
い
ろ
の
扮
装
者
の
群
を
併
せ
て
も
つ
も
の
が
見
ら

　
　
れ

る
（
た
と
え
ば
日
置
郡
市
来
町
大
里
の
七
夕
踊
り
と
い
う
太
鼓
踊
り
、
東
市
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来
町
伊
作
田
の
伊
作
田
踊
り
と
い
う
太
鼓
踊
り
な
ど
）
。
こ
れ
ら
は
太
鼓
踊
り

　
　
が
盆

踊
り
的
な
も
の
を
併
せ
も
っ
て
い
る
も
の
で
、
そ
う
し
た
も
の
か
ら
盆
踊

　
　
り
が
分
離
独
立
し
た
と
い
う
見
方
も
な
り
立
ち
う
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
練
物
風
流
か
ら
盆
踊
り
が
独
立
し
た
と
い
う
推
測
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

仮

装
や
造
り
物
の
風
流
で
あ
る
練
物
の
行
列
の
一
環
と
し
て
太
鼓
踊
り
が
存
在
す
る

事
例
は
、
現
在
は
数
少
な
い
。
こ
れ
は
現
代
人
の
練
物
に
対
す
る
嗜
好
が
変
っ
た
結

果
で

あ
り
、
『
薩
摩
国
諏
訪
社
練
物
図
』
や
『
大
口
士
踊
之
記
』
に
み
ら
れ
る
よ
う

に
、
江
戸
時
代
ま
で
は
よ
り
多
く
見
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
長
崎
く
ん
ち
に
お
け
る
練
物
行
列
で
あ
る
「
通
り
物
」
も
現
在
人
気
が
な
い
よ
う

に
、
現
代
人
は
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
躍
動
的
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
参
加
し
、
そ
れ
を

見
る
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

お
わ
り
に

　
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
点
は
［
論
文
要
旨
］
に
ま
と
め
て
あ
る
。

　
薩
摩
地
方
の
太
鼓
踊
り
に
お
け
る
特
色
は
、
御
射
山
祭
礼
の
祭
日
に
地
元
の
諏
訪

神
社
へ
奉
納
す
る
事
例
で
あ
る
。
そ
の
多
く
の
太
鼓
踊
り
創
始
伝
承
が
島
津
義
弘
の

凱
旋
踊
り
で
あ
る
こ
と
は
、
領
主
に
よ
る
強
制
が
反
映
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
繰

り
返
す
が
、
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
鹿
児
島
城
下
諏
訪
神
社
祭
礼

を
よ
り
微
細
に
研
究
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

　
近
名
二
四
村
の
文
書
資
料
、
島
津
家
近
世
史
料
な
ど
の
検
討
を
今
後
の
課
題
と
し

た
い
。

註（
1
）
　
植
木
行
官
二
樋
口
昭
氏
編
『
民
俗
文
化
分
布
圏
論
』
名
著
出
版
、
一
九
九
三
年

（
2
）
　
民
俗
芸
能
学
会
研
究
発
表
資
料
「
鹿
児
島
県
の
太
鼓
踊
の
分
類
」
（
二
〇
〇
二
年
九
月
二
一

　
　
日
於
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
）

（
3
）
　
小
野
重
郎
氏
『
南
日
本
の
民
俗
文
化
W
　
祭
り
と
芸
能
』
第
一
書
房
、
一
九
九
三
年
の
「
あ

　
　
と
が
き
」

（
4
）
　
鹿
児
島
県
教
育
委
員
会
編
『
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
七
集
、
一
九
六
〇
年
。
同
第
八
集
、

　
　
一
九
六
一
年
。
同
第
九
集
、
一
九
六
二
年
。
同
第
一
〇
集
、
一
九
六
三
年
。
同
第
一
二
集
、

　
　
一
九
六
五
年
。
加
治
木
町
西
別
府
保
存
会
編
『
吉
左
右
踊
・
太
鼓
踊
』
、
一
九
五
八
年
な
ど

（
5
）
　
鹿
児
島
短
期
大
学
付
属
南
日
本
文
化
研
究
所
、
一
九
八
六
、
八
七
年

（
6
）
　
「
太
鼓
踊
り
」
『
日
本
民
俗
大
事
典
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年

（
7
）
　
和
田
修
氏
『
対
馬
厳
原
の
盆
踊
』
「
第
四
章
　
対
馬
の
盆
踊
の
特
色
」
長
崎
県
厳
原
町
教

　

育
委
員
会
、
一
九
九
九
年

（
8
∀
　
山
路
興
造
氏
「
風
流
踊
」
『
日
本
芸
能
史
』
第
四
巻
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
五
年

（
9
）
　
註
（
7
）

（
1
0
）
　
『
鹿
児
島
県
の
民
俗
芸
能
　
民
俗
芸
能
緊
急
調
査
報
告
書
ー
』
「
第
二
章
　
鹿
児
島
県
民
俗
芸

　
　
能
の
概
要
」
、
鹿
児
島
県
教
育
委
員
会
、
一
九
八
二
年

（
1
1
）
　
「
太
鼓
踊
り
」
『
鹿
児
島
県
大
百
科
事
典
』
南
日
本
新
聞
、
一
九
八
一
年

（
1
2
）
　
鹿
児
島
県
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
黎
明
館
『
太
鼓
は
語
る
　
鹿
児
島
と
ア
ジ
ア
の
響
き
合

　
　
い
　
』
、
二
〇
〇
二
年

（
1
3
）
　
「
三
州
の
盆
踊
り
」
『
宮
崎
県
史
叢
書
し
お
り
』
第
一
回
、
一
九
九
六
年

（
1
4
）
　
初
出
は
「
日
本
民
俗
学
会
報
』
一
七
、
一
九
六
一
年
で
あ
り
、
註
（
3
）
に
再
録

（
1
5
）
　
初
出
は
「
鹿
児
島
民
俗
』
九
九
、
一
九
九
一
年
で
あ
り
、
註
（
3
）
に
再
録

（
1
6
）
　
「
諏
訪
神
社
と
太
鼓
踊
と
の
結
び
つ
き
」
鹿
児
島
県
民
俗
学
会
発
表
資
料
、
二
〇
〇
〇
年
一

　
　
〇
月
二
九
日
。
「
鹿
児
島
の
太
鼓
踊
ー
さ
ま
ざ
ま
の
太
鼓
踊
を
分
類
す
る
ー
」
黎
明
館
企
画
特

　
　
別
展
カ
タ
ロ
グ
『
太
鼓
は
語
る
－
鹿
児
島
と
ア
ジ
ア
の
響
き
合
い
ー
』
鹿
児
島
県
資
料
セ
ン

　
　
タ
ー
黎
明
館
、
二
〇
〇
二
年
。
「
鹿
児
島
県
の
太
鼓
踊
の
分
類
」
民
俗
芸
能
学
会
発
表
資
料
、

　
　
二
〇
〇
二
年
九
月
二
一
日
。
「
関
狩
と
士
踊
の
か
か
わ
り
ー
士
踊
に
は
出
陣
と
帰
陣
の
踊
が
あ

　
　
る
　
」
『
鹿
児
島
民
俗
』
＝
二
、
二
〇
〇
二
年
。
「
県
内
太
鼓
踊
の
分
類
」
『
鹿
児
島
民
俗
』
一

　
　
二
二
、
二
〇
〇
二
年

（
1
7
）
　
「
鹿
児
島
の
太
鼓
踊
ー
さ
ま
ざ
ま
の
太
鼓
踊
を
分
類
す
る
　
」

（
1
8
）
　
森
田
清
美
氏
「
南
九
州
に
お
け
る
太
鼓
踊
り
の
由
来
に
つ
い
て
　
　
『
士
踊
由
緒
糺
方
被
仰

　
　
渡
候
し
ら
べ
留
』
文
書
を
中
心
と
し
て
ー
」
『
串
木
野
高
校
紀
要
』
第
一
号
、
一
九
九
九
年

（
1
9
）
　
以
下
の
記
述
は
「
鹿
児
島
」
『
国
史
大
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
、
原
口
虎
雄
氏
執
筆
を
参
照

（
2
0
）
　
以
下
の
記
述
は
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
四
七
　
鹿
児
島
県
の
地
名
』
平
凡
社
、
一
九
九
八
年

　
　
を
参
照

（
2
1
）
　
鹿
児
島
市
教
育
会
編
、
昭
和
一
二
（
一
九
三
七
）
年

（
2
2
）
　
林
和
利
氏
「
鹿
児
島
諏
訪
大
明
神
の
消
滅
し
た
祭
礼
芸
能
」
『
民
俗
芸
能
研
究
』
第
五
号
、

　
　
一
九
八
七
年
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（
2
3
）
　
西
野
春
雄
氏
「
羅
生
門
」
『
能
狂
言
辞
典
』
平
凡
社
、
一
九
八
七
年

（
2
4
）
　
註
（
1
2
）
を
参
照

（
2
5
）
　
註
（
2
）
を
参
照
。
『
大
口
郷
土
誌
資
料
』
第
四
集
（
大
口
市
郷
土
誌
編
さ
ん
委
員
会
編
、

　
　
一
九
七
七
年
）
「
両
院
古
雑
徴
写
」
三
二
五
～
六
頁
）
に
、
大
正
時
代
の
写
本
で
あ
る
船
木
武

　
　
治
氏
現
蔵
本
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
所
崎
平
氏
の
御
教
示
に
よ
る
と
、
両
院
と
は
「
牛
尿
院
」

　
　
と
「
太
良
院
」
の
こ
と
で
、
本
書
は
伊
地
知
季
通
が
大
口
地
頭
代
の
時
か
ら
記
述
が
始
ま
り
、

　
　
地
頭
代
を
引
継
い
だ
木
脇
裕
治
が
書
き
継
い
だ
も
の
と
い
う

（
2
6
）
　
青
史
社
、
一
九
七
四
年

（
2
7
）
　
写
本
は
多
い
が
、
鹿
児
島
県
立
図
書
館
蔵
の
も
の
を
掲
載
し
た

（
2
8
）
　
註
（
1
6
）
「
関
狩
と
士
踊
の
か
か
わ
り
ー
士
踊
に
は
出
陣
と
帰
陣
の
踊
が
あ
る
ー
」
に
翻
刻

　
　
が
あ
る
。
尚
古
集
成
館
所
蔵
文
書
。
文
政
二
年
の
写
本
を
明
治
一
九
年
に
筆
写
し
た
も
の
。

　
　
森
田
清
美
氏
「
資
料
　
御
関
狩
井
士
踊
由
緒
御
記
録
奉
行
し
ら
へ
写
」
『
鹿
児
島
民
俗
』
七
五

　
　
号
、
一
九
八
二
年
は
未
見

（
2
9
）
　
註
（
5
）
松
原
武
実
氏
編
『
鹿
児
島
県
地
区
別
民
俗
芸
能
要
覧
　
薩
摩
編
』

（
3
0
）
　
以
下
の
記
述
は
註
（
2
0
）
と
同
じ

（3
1
）
　
註
（
1
2
）

（3
2
）
　
註
（
1
2
）

（
3
3
）
　
同
誌
編
集
委
員
会
編
、
一
九
八
二
年

（
3
4
）
　
前
掲
「
太
鼓
踊
り
小
論
」

（付
記
）

　
資
料
を
提
供
く
だ
さ
っ
た
鹿
児
島
県
資
料
セ
ン
タ
ー
黎
明
館
学
芸
専
門
員
兼
企
画
資
料
係
長
の

川
野
和
昭
氏
と
鹿
児
島
民
俗
学
会
事
務
局
長
の
所
崎
平
氏
に
対
し
、
末
筆
な
が
ら
お
礼
申
し
上
げ

ま
す
。

　
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
－

の

造
形

に
関
す
る
民
俗
学
的
調
査
研
究
」
（
課
題
番
号
＝
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
八
月
一
日
受
理
、
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
五
日
審
査
終
了
）
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図3・4・7～12の図版と解説は鹿児島県歴史資料

センター黎明館『太鼓は語る一鹿児島とアジアの響き

合い一』（川野和昭氏編集・解説）より複写・引用した。

カラー図版9は川野氏より提供していただいた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　図3　矢旗
　　　　　　　　　　　鹿児島県日置郡吹上町田尻

　　　　　　　　　　　　　伊作太鼓踊田尻保存会

　トウウッバ（唐団扇）と呼ばれる軍配型の矢旗で、

伊作太鼓踊にのみ見られる特異な矢旗である。全体は、

六つ目編みの竹編みを2本の割竹で挟んである。竹編

みの上面には日・月が、縁には白幣が貼られ、頂には

椋欄の皮が下げられている。

ミ▼ レ▼
司

　　　　　　図4　六つ目編みの拡大

　　　　　．入来町浦之名川ドの矢旗
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図5　桜島踊　『倭文麻環』より

互　重

く
蕪雛憲妻

磐

舞只＝〉
／メ㌧添＼

え
嵯
己
キ
・

4

　　　　　　縄謡畜

綱鱗暑綱⌒
図6　文政4年（1821）「南林寺行図」の太鼓踊（百姓踊）　『薩摩風土記』鹿児島県立図書館蔵写本より
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　　　　　　図7　バラ
鹿児島県姶良郡蒲生町漆

　　　　漆バラ踊保存会

図8　バラ
鹿児島県姶良郡栗野町上馬場

上馬場オバッチョ踊保存会

　バラ（浅底ザル）という名称を持つものの実体は箕そのも

のである，バラの太鼓の名前だけを取ったものと思われる・

箕の縁には、割竹が当てられ、壊れるのを防ぐ工夫が見られ

る、畳表で作った緒を掛けて胸に抱くようにして付ける

図9　バラの内側

合

：ノ

－
溶
〃
三

ノ
声

　

．
／
’
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図10　バラデコ

鹿児島県姶良郡吉松町古川

占川オバッチョ踊保存会

　名称はバラ（浅底ザル）の太鼓という意味で、竹籠の胴に、

皮の代わりに2枚のバラを両側に当てた紐締め太鼓である。

ほとんど音らしき音のでない太鼓である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図11竹籠の胴

　占川オバッチョ踊のバラデコの胴である、ゴザ目編みの丸胴

である・音を共鳴させるには誠に心許ないが、むしろ音を出さ

ないためのll夫のように思われる。

図12　コデコ

鹿児島県H置郡伊集院町徳重

徳重太鼓踊保存会

　花笠を被った小太鼓役が、緋たすきを掛け、腹の前に垂ら

す。皮の縁、胴ともに黒色で、外側に緋や桃色の色布が掛け

られている，樗は木を削りだした丸棒である。
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図13～23

＿」露

　　図14　鹿の造り物
日置郡市来町大里の七タ踊り（筆者撮影）

一一繰　二一　　　　　　」、一飼■■■芦
　　　・繧鴎L一
工 　　遜9

　　　　　　　　　　・」φ一

図13鹿の造り物

・＿　 ｝ 、
へ＼藷

∂

図16　牛の造り物 図15　虎の造り物

図18　大名行列 図17　鶴の造り物
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灘籏　　　「

繍灘一一■＿＿＿一
図19　薙刀行列

一騨』臨一二ニニ誉譲
　　　　　　　’パ　・　．・二・龍：

図20　床濤到住の石碑

図21　太鼓踊り

図23　大名行列 図22　太鼓踊り
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The　Refined　Processions　and　Dnlm　Dances　of　the　Festivals　of　Suwa　Jinja　Shrine

in　Kagoshima

FuKuHARA　TOshio

One　feature　of　the　distribution　of　folk　entertainment　in　the　Satsuma　region　of　Kagoshima　Prefecture　is　the

drum　dance（皿ko－odo㎡），　for　which　there　is　a　complex　and　diverse　range　in　terms　of　form，　dance　fo㎜adon，

the　banners　carried　by　the　dancers，　and　the　times　of　year　these　dances　take　place，　etc．　In　a　broad　sense，　the

㊤rm　and　dance　fo㎜adon　of　these　drum　dances　are　similar　to　drum　dances　per㊤㎜ed　in　the　vari皿s　regions

of　western　Japan．　Viewed丘om　the　perspective　of　the　history　of　entertainment，　it　is　believed　that　they　devel・

oped　from“dnlmming　based　on　meaningless　words　in　a　song　used五）r　rhythm（hayashi－kotoba）that　preceded

folk　songs”fbund　in　central　regions　to“drum　dances　in　which　songs丘om　epic　tales　or　short　songs　in　the　kumi

－
uta　style　were　sung”．　As　has　been　pointed　out　by　previous　researchers，　one　characteristic　of　the　drum　dance

in　the　Satsuma　region　is　the　drum　dance　of　dedication　to　the　Suwa　OMinakata）Jinja　Shrine．　It　is　believed　that

the　origin　of　the　dnユm　dances　of　the　various　Suwa　shrines　in　Satsuma　lies　with　this　drum　dance　that　is　a　dedi－

cation　to　the　Kagoshima　Joka　Suwa　Jinja　shrine．　Of　course，　not　all　the　drum　dances　of　the　various　Suwa

shrines　can　be　said　to　have　been　directly　inherited　from　the　Joka　Suwa　Jinja　shrine　festival，　and　it　is　believed

that　in　addition　to　the　foundation　of　folk　customs　in　the　countryside　which　accepted　the　drum　dance，　the　drum

dances　of　today　were　introduced　some　time　from　the　end　of　the　Middle　Ages　through　the　Early　Modem　Period．

　　This　paper　introduces　the“Picture　of　the　Suwa　Jinja　Shrine　Festival　Procession　in　Satsuma　Province”（Saセ

suma　K皿i　Suwa　Jinja　Saishi　Nerimono　Zu）held　in　the　collection　of　the　Tbkyo　National　Museum　for　the　pur－

pose　of　examining　how　the　drum　dances　of　the　countryside　were　dedicated　at　the　festivals　of　the　Kagoshima

Joka　Suwa　Jinja　Shrine　during　the　latter　part　of　the　Early　Modern　Period．　In　other　words，　as　part　of　the　July

飴stivals　villages　in　the　outsldrts　of　Kagoshima　such　as　Taniy㎜a　and　Sakurajima　used　to　dedicate　a　succession

of　drum　dances　per衣）rmed　over　a　period　of　more　than　ten　days，　and　which　were　Called　hyakusho－odori，　to

Suwa　Jinja　shrines　and　surrounding　temples．　Although　the　passing　on　of　this　custom　ceased　a　long　time　ago，

researchers　have　been　aware　in　the　past　of　two　types　of　materials　dating丘om　the　latter　part　of　the　Early　Mod－

ern　Period　that　provide　pictures　of　this　dance，　which　they　have　used　in　their　research．　By　combining　this　re－

search　and　the　findings　of　my　study　of　the“Picture　of　the　Suwa　Jinja　Shrine　Festival　Procession　in　Satsuma

Province”Isuggest　that　processions　with　a　Noh－type　theme　took　the　lead　in　these　drtlm　dances．　Large　dnlms

are　dra㎜in　detail　and　due　to　the　striking　resemblance　to　the　drums　used　in五）lk　entertainment　from

Tbkushige　in　Ijuin－cho，　we　may　conclude　that　like　the　Tokushige　drums　they　produced　hardly　any　sound　and

were“drum　dances　foMewing　the　eno㎜i敏of　their　size”and　that　the　drum　dances　were　for　enloying　the“re

五nement　o飽㎜”of　the　large　drums　and　b狙ners．
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