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最

近
、
県
下
の
民
俗
芸
能
の
保
存
と
指
導
に

携

わ
っ
て
い
た
だ
い
て
い
た
指
導
者
を
、
次
々
と

失
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
民
俗
芸
能
の
保
存
と
継

承

に
つ
い
て
、
改
め
て
考
え
る
必
要
性
を
実
感
し

た
o

　
芸

能
の
継
承
、
発
展
に
は
二
つ
の
基
本
が
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
。
申
す
ま
で
も
な
く
、
演
者
と
観

客
で
あ
る
。
こ
の
1
1
つ
の
い
ず
れ
か
を
失
っ
て
も

芸
能
は
成
り
立
た
な
い
。

　
だ

が
、
今
日
の
民
俗
芸
能
は
こ
の
1
1
つ
だ
け

で

は
継
承
と
発
展
が
望
め
な
い
。
民
俗
芸
能
を

文
化
財
と
し
て
保
存
す
る
法
律
が
定
め
ら
れ
た
の

は
、
二
つ
の
要
素
だ
け
で
は
存
続
が
難
し
い
の
で
、

価
値
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
、
法
律
に
よ
っ

て

保
護
を
加
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
自
然
の

流
れ
に

ま
か
せ
て
お
く
と
消
滅
す
る
と
考
え
た
か

ら
で
あ
る
。

　
規

則
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
法
律

に
定
め
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
通
り
に
は
な
ら

な
い
。
演
者
と
観
客
の
在
り
方
に
対
し
、
第
三
者

の
側
か

ら
民
俗
芸
能
の
保
存
、
育
成
に
関
す
る
環

可

●

境

作
り
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思

う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
演
者
と
観
客
に
夢
と
楽
し

み

が
生

ま
れ
て
来
た
ら
と
思
う
。
掛
け
声
だ
け
で

な
く
、
具
体
的
な
方
策
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
見
落

と
さ
れ
て
い
る
事
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
民
俗
芸

能
が
学
校
の
教
育
の
一
環
と
し
て
、
ク

ラ
ブ
活
動
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
よ

い

と
思
う
。
そ
の
場
合
、
民
俗
芸
能
を
教
え
る
の

は
教
員
で
で
は
な
く
、
芸
能
の
技
を
伝
え
て
来
た

保
存
会
の
方
々
で
あ
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
い
。

こ
れ
は
芸
能
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
な
か
ろ
う
。

生
徒

と
学
校
で
教
わ
る
こ
と
以
外
に
別
の
世
界
．
が

あ
る
こ
と
を
見
付
け
出
す
に
違
い
な
い
。

　
民
俗
芸
能
を
教
育
の
中
に
取
り
入
れ
る
と
い
う

試
み

は
、
す
で
に
全
国
的
に
試
み
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
ご
く
一
部
に
限
ら
れ
て
い
る
。
神
奈
川
に

は
民
俗
芸
能
を
伝
え
て
い
る
市
町
村
が
多
く
、
芸

能
の
種
類
も
多
い
。
民
俗
芸
能
を
教
育
の
中
に
取

り
込
む
こ
と
は
、
今
ま
で
見
落
と
さ
れ
て
来
た
こ

と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
民
俗
芸
能

の
調
査
も
緊
急
の
時
期
と
な
っ
て
い

る
。
民
俗
芸
能
調
査
は
第
二
次
世
界
大
戦
前
か
ら

す
で
に
行
わ
れ
て
来
た
の
だ
が
、
現
時
点
に
た
っ

て

省
み
る
と
、
調
査
に
見
落
と
し
が
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、

演
者

は
ど
う
い
う
考
え
が
働
い
て
演
じ
て
い
た
か
、

観
客
は
ど
の
よ
う
に
そ
れ
を
受
け
と
め
見
て
い
た

か
、
演
者
と
観
客
と
の
心
の
授
受
に
関
す
る
採
集

は

十
分
で
あ
っ
た
か
。
採
集
さ
れ
た
も
の
を
読
む

と
、
そ
の
点
が
見
落
と
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
せ
る
。

　
小

学
校
の

頃
（
昭
和
の
は
じ
め
）
、
母
と
旅
回

り
の
芝
居
を
村
の
小
さ
な
芝
居
小
屋
（
昭
和
座
と

い
っ

た
）
で
よ
く
見
た
。
歌
舞
伎
が
ほ
と
ん
ど
で

あ
っ
た
。
そ
の
時
、
母
が
芝
居
は
旧
派
が
い
い
と

言
っ
た
こ
と
が
、
今
で
も
脳
裡
に
深
く
残
っ
て
い

る
。
旧
派
と
は
、
新
派
に
対
す
る
言
葉
で
歌
舞
伎

の

こ
と
で
あ
る
。
何
故
、
旧
派
が
い
い
と
言
っ
た

の

か

聞
い
て
お
き
た
か
っ
た
。
村
の
郷
土
史
研
究

家
の
採
集
記
録
を
見
て
も
、
そ
の
答
え
は
見
当
た

ら
な
か
っ
た
。
歌
舞
伎
と
新
派
で
は
脚
本
も
違
う

が
、
演
じ
方
も
違
っ
て
い
る
。
現
在
の
私
ど
も
に
は
、

歌

舞
伎
の
方
が
分
か
り
に
く
い
、
歌
舞
伎
の
方
が

見
慣
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
ど
う
も

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
j

　
地

方
で
行
わ
れ
て
い
た
芝
居
も
民
俗
芸
能
の
一

つ
で

あ
る
。
民
俗
芸
能
の
採
集
は
演
者
と
観
客
と

の

心
の

結
び
つ
き
を
見
落
と
し
て
い
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
か
。

　
20

世
紀
前
半
ま
で
は
、
民
俗
芸
能
が
ま
だ
ま
だ

私
た
ち
の
生
活
の
中
に
生
き
て
い
た
。
2
O
世
紀
後

半
か

ら
2
1
世
紀
に
か
か
る
と
、
民
俗
は
私
た
ち
の

生
活
の

中
か
ら
次
第
に
消
え
、
ま
た
は
変
容
し
た
。

物
事
を
合
理
的
に
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
存
在
の

意
味
を
考
え
る
こ
と
が
絶
対
で
あ
り
、
無
駄
な
こ

と
は
全
く
意
味
が
な
い
と
し
た
。
そ
の
民
俗
が
何

故
生

ま
れ
変
容
し
た
か
。
無
駄
な
こ
と
の
背
後
に

真
実
が
あ
り
は
せ
ぬ
か
。
人
間
の
心
の
動
き
に
関

す

る
採
集
は
見
落
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
か
．
、

r過
ぎ
し
日
の
扉
を
開
き
て
正
し
き
今
を
知
り
、
正

し
き
今
を
知
っ
て
輝
か
し
き
明
日
の
扉
を
開
く
」

と
い
う
言
葉
も
あ
る
“

ets一
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「み
ん

ぞ
く
芸
能
祭
m
か
な
が
わ
」
開
催
さ
れ
る

事
　
務
　
局

　

二

十
一
世
紀
の
幕
開
け
の
年
と
な
っ
た
昨
年
、

神
奈
川
県
て
は
「
2
0
0
1
年
希
望
の
年
」
と
位

置
つ
け
、
県
内
全
域
を
会
場
と
し
て
、
様
々
な
分

野
て

記
念
事
業
か
企
画
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
、
神
奈

川
の
歴
史
・
風
土
に
育
ま
れ
、
地
域
て
大
切
に
受

け
継
が
れ
て
き
た
民
俗
芸
能
を
広
く
県
民
の
皆
さ

ん

に

紹

介
し
て
、
芸
能
か
ら
地
域
の
再
発
見
を
し

て

も
ら
い
、
あ
わ
せ
て
担
い
手
の
方
々
に
も
励
み

に
し
て
い
た
た
こ
う
と
刮
画
さ
れ
た
の
が
、
こ
の

「
み

ん

そ
く
芸
能
祭
m
か
な
が
わ
」
て
し
た
。
当

協
会
も
実
行
委
員
会
の
一
員
と
し
て
参
加
い
た
し

ま
し
た
。

　
今
回
の
事
業
は
、
2
本
の
柱
で
開
催
さ
れ
ま
し

た
。

　

ま
す
第
1
の
柱
は
、
各
地
区
で
行
わ
れ
て
い

る
民
俗
芸
能
の
行
事
に
「
み
ん
そ
く
芸
能
祭
」
に

加
わ
っ
て
い
た
た
き
、
広
く
県
民
に
広
報
し
、
参

加
し
て
も
ら
お
う
と
す
る
も
の
。
こ
れ
は
’
1
月

の

「
新
春
祭
離
子
た
た
き
初
め
大
会
」
に
始
ま
り
、

11

月
の
「
茅
ヶ
崎
市
郷
土
芸
能
発
表
会
」
に
至
る

ま
て
、
全
部
て
実
に
1
9
の
催
し
に
参
加
し
て
い
た

た
き
、
各
地
て
盛
大
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
こ

れ
に
あ
わ
せ
て
、
実
行
委
員
会
て
は
県
内
の
民
俗

“

云
能
を
紹
介
し
て
’
県
民
の
皆
さ
ん
に
一
層
の
理

解
の
一
助
と
な
る
よ
う
に
『
か
な
が
わ
民
俗
芸
能

カ
イ
ド
ブ
ノ
ク
　
O
あ
n
o
＜
窪
か
な
か
わ
』
を
刊

行
し
ま
し
た
o

　

そ
し
て
も
う
1
つ
の
柱
が
、
複
数
の
民
俗
芸
能

団
体
が
1
堂
に
会
し
、
観
る
人
の
興
味
関
心
は
も

ち
ろ
ん
、
出
演
団
体
間
も
互
い
の
交
流
を
深
め
刺

激

を
受
け
合
う
と
い
う
相
乗
効
果
が
期
待
さ
れ
る

F大
会
」
の
開
催
て
し
た
。

　

メ
イ
ン
大
会
と
な
る
「
み
ん
そ
く
芸
能
祭

2
0
0
1
」
は
、
横
浜
市
中
区
の
か
な
が
わ
ド
ー

ム

シ
ア
タ
ー
を
会
場
に
開
か
れ
ま
し
た
。
第
1
部

は
、
「
強
羅
子
供
ば
や
し
」
（
箱
根
町
）
、
三
浦
い

な
り
っ
こ
保
存
会
に
よ
る
「
い
な
り
っ
こ
」
（
三

E
E
l
　
）
’
相
模
の
国
飯
山
白
龍
太
鼓
保
存
会
に
よ

る
「
飯
山
白
龍
太
鼓
」
（
厚
木
市
）
、
生
麦
離
子
保

存
会
に
よ
る
「
生
麦
離
子
」
（
横
浜
市
鶴
見
区
）
、

あ
し
が
ら
あ
そ
び
の
学
校
に
よ
る
「
中
野
七
頭
舞
」

（
小
田
原
市
）
と
い
っ
た
、
子
と
も
達
を
中
心
と

し
た
民
俗
芸
能
5
団
体
か
出
演
。
神
奈
川
な
ら
て

は
の
多
彩
な
民
俗
芸
能
を
紹
介
す
る
第
2
部
て
は
、

平
ろ
う
大
鼓
「
鼓
舞
子
」
（
県
立
平
塚
ろ
う
学
校
）
、

大
島
諏
訪
神
社
獅
子
舞
保
存
会
に
よ
る
「
大
島
の

獅
子
舞
」
（
相
模
原
市
）
、
横
須
賀
鳶
伝
統
文
化
保

存
会
に
よ
る
「
木
遣
り
・
梯
子
乗
り
・
纏
い
」
（
横

須
賀
市
）
の
県
内
3
団
体
の
他
、
在
日
韓
国
民

団
神
奈
川
地
方
本
部
・
横
浜
中
華
學
院
校
友
會
の

方
々
に
よ
る
韓
国
・
中
国
そ
れ
ぞ
れ
の
獅
子
舞
も

披
露
さ
れ
ま
し
た
。

　

第
1
部
の
5
団
体
は
と
も
に
、
地
域
に
残
る
民

俗
芸
能
を
伝
承
し
て
い
こ
う
と
い
う
し
っ
か
り
と

し
た
基
盤
の
上
に
、
力
強
く
受
け
継
い
で
い
る
子

供

た
ち
の
自
信
に
あ
ふ
れ
た
姿
に
た
く
ま
し
さ
と

頼
も
し
さ
を
感
し
ま
し
た
。

　

第
2
部
の
う
ち
平
ろ
う
太
鼓
「
鼓
舞
子
」
は
、

平
塚
ろ

う
学
校
の
生
徒
達
が
わ
ず
か
に
残
っ
た
聴

．

寛
と
、
太
鼓
の
鼓
動
が
生
み
出
す
空
気
の
振
動
を

感
し
る
感
覚
、
練
習
に
よ
っ
て
養
わ
れ
た
仲
間
と

の
呼
吸
を
た
よ
り
に
演
奏
す
る
も
の
。
ア
メ
リ
カ

公
演
に
も
行
く
予
定
て
し
た
が
、
同
時
多
発
テ
ロ

事
件
の
影
響
て
急
遽
中
止
と
な
っ
て
し
ま
い
、
当

日
は
そ
の
分
も
と
見
事
な
ば
ち
さ
ば
き
を
披
露
し

て

v
れ
ま
し
た
。
ま
た
韓
国
・
中
国
の
獅
子
舞
は
、

そ
れ
ぞ
れ
我
が
国
の
も
の
と
は
異
な
る
個
性
的
な

獅
子
の
姿
と
、
独
特
の
所
作
で
会
場
も
大
い
に
沸

き
、
エ
ン
テ
ィ
ン
グ
て
は
大
島
の
獅
子
舞
を
加
え

た
3
力
国
の
獅
子
舞
に
よ
る
「
夢
の
競
演
」
か
実

現

し
、
民
族
も
民
俗
も
越
え
た
、
ま
さ
に
神
奈
川

な
ら
て
は
の
「
み
ん
そ
く
」
の
祭
典
と
な
り
ま
し
た
。

　

横
浜
て
の
メ
イ
ン
大
会
に
対
し
、
県
西
部
て

も
「
み
ん
そ
く
芸
能
祭
」
の
趣
旨
に
共
鳴
し
、
小

田
原
市
と
南
足
柄
市
の
民
俗
芸
能
団
体
が
中
心
と

な
っ
て
周
辺
の
市
町
に
呼
び
か
け
て
実
現
し
た
の

が

「
み
ん

そ

く
芸
能
祭
m
か
な
が
わ
　
西
さ
が
み

大
会
」
て
し
た
。
出
演
団
体
の
特
徴
や
規
模
に
あ

わ

せ

て
’
南
足
柄
市
・
小
田
原
市
の
両
会
場
に
分

か

れ
て

の

上
演
に
な
り
ま
し
た
。
（
詳
細
に
つ
き

ま
し
て
は
西
さ
か
み
大
会
実
行
委
員
会
か
ら
の
報

告
を
お
読
み
下
さ
い
）

　

県
内
各
地
て
育
ま
れ
て
き
た
民
俗
芸
能
は
、
時

代
の
変
遷
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
も
新
世
紀
を
迎
え

ま
し
た
。
そ
の
姿
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
培
っ

て

き
た
文
化
の
一
部
（
あ
る
い
は
文
化
そ
の
も
の
）

で

あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
て
は
な
い
て
し
ょ
う
。

二

十
一
世
紀
は
、
国
の
内
外
を
問
わ
す
、
今
ま
て

以
上
に

互
い
の
文
化
を
伝
え
合
い
、
理
解
し
合
い
、

尊
重
し
合
う
こ
と
が
必
要
と
な
る
世
紀
て
す
。
そ

の

盲
味
て
は
、
今
回
の
よ
う
な
記
念
事
業
を
き
っ

か

け
に
、
自
分
達
の
住
む
地
域
を
知
る
機
会
を
持

ち
、
そ
こ
か
ら
他
の
地
域
・
他
国
と
い
っ
た
よ
う

に
理
解
の
輪
を
同
心
円
状
に
拡
け
て
い
く
こ
と
は

非
常
に
有
意
義
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
今
後

も
こ
の
よ
う
な
機
会
を
有
効
に
活
用
し
て
い
き
た

い

と
考
え
て
い
ま
す
。
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「み
ん
ぞ
く
芸
能
祭
h
か
な
が
わ
」

西
さ
が
み
大
会
に
つ
い
て

　
　
み
ん

ぞ

く
芸
能
祭
゜
m
か
な
が
わ
　
西
さ
が
み
大
会
事
務
局

　

二

十
一
世
紀
最
初
の
年
と
し
て
、
神
奈
川
県

は

こ
の
2
0
0
1
年
と
い
う
年
に
「
希
望
の
年
」

と
銘
打
っ
た
記
念
事
業
を
お
こ
し
ま
し
た
。
そ

の

l
つ
に

県
内
の
民
俗
芸
能
・
民
族
芸
能
に
ス

ポ

ソ

ト
を
あ
て
た
「
み
ん
そ
く
芸
能
祭
m
か
な

が

わ
」
か
あ
り
ま
し
た
。
事
業
は
県
民
部
文
化

課
が
主
管

し
、
主
に
メ
イ
ン
大
会
と
各
市
町
村

て

開
催
さ
れ
る
民
俗
芸
能
行
事
を
リ
ン
ク
し
て

全
県
的
に
盛
り
上
け
て
い
こ
う
と
い
う
も
の
て

し
た
。

　
r
希
望
の
年
」
記
念
事
業
の
多
く
が
県
東
部
に

集
中
す
る
中
で
、
「
み
ん
そ
く
芸
能
祭
m
か
な
が

わ
」
の
メ
イ
ン
大
会
も
横
浜
の
か
な
が
わ
ト
ー

ム

シ
ア
タ
ー
て
開
催
さ
れ
る
予
定
に
な
っ
て
い

ま
し
た
。
メ
イ
ン
大
会
以
外
で
も
事
業
展
開
て

き
た
ら
、
新
世
紀
の
第
一
年
目
に
ふ
さ
わ
し
い

記

念
事
業
に
な
る
の
で
は
と
い
う
こ
と
か
ら
、

県
西
部
の
民
俗
芸
能
団
体
さ
ん
の
多
く
か
協
力

し
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
特

に
後
継
者
育
成
の
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て

い

る
小
田
原
で
は
短
年
後
継
者
育
成
を
実
施
し
、

発

表
会
を
開
催
し
て
い
ま
し
た
が
’
こ
れ
を
拡

大
す
る
か
た
ち
て
市
外
の
民
俗
芸
能
団
体
な
と

も
交
え
て
記
念
大
会
を
開
催
し
て
も
い
い
の
で

は
な
い
か
と
い
う
気
運
か
あ
り
ま
し
た
o
そ
こ

て
、
毎
年
民
俗
芸
能
団
体
が
市
民
文
化
祭
て
一

●

l

堂
に
集
ま
っ
て
公
演
し
て
い
る
南
足
柄
市
の
民

俗
芸

能
団
体
に
も
お
声
を
か
け
て
実
行
委
員
会

を
編
成
し
、
メ
イ
ン
大
会
と
は
別
に
「
西
さ
が

み

大
会
」
と
し
て
開
催
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の

て
す
。

　
小

田
原
民
俗
芸
能
保
存
協
会
に
加
盟
す
る
団

体
た

け
で
8
団
体
あ
り
ま
す
し
、
南
足
柄
市
に

は

4
つ
の
民
俗
芸
能
団
体
が
あ
り
ま
す
。
秦
野

市
や
各
町
に
あ
る
民
俗
芸
能
団
体
か
仮
に
1
団

体
ず

つ

こ
出
演
頂
い
た
と
し
て
も
大
変
な
数
て

す
。
会
場
を
南
足
柄
市
文
化
会
館
と
小
田
原
市

中
央
公
民
館
の
2
箇
所
に
分
け
て
、
南
足
柄
市

大

会
と
小
田
原
市
大
会
と
銘
打
つ
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
ま
た
予
算
も
、
県
と
小
田
原
の
民
俗

芸

能
保
存
協
会
や
「
み
ん
そ
く
芸
能
祭
m
か
な

か

わ
」
実
行
委
員
会
か
ら
の
持
ち
合
わ
せ
だ
け

て

は

足

り
ず
、
民
間
企
業
か
ら
協
賛
金
と
し
て

多
額
の
ご
厚
志
を
戴
い
て
実
施
を
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

　

さ
て
’
南
足
柄
市
大
会
は
平
成
1
3
年
1
2
月
2

日
の
日
曜
日
に
、
小
田
原
市
大
会
は
翌
週
の
1
2

月
9
日
日
曜
日
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

観
客
か
千
人
も
入
る
大
き
な
南
足
柄
市
文
化

会
館
の
大
ホ
ー
ル
に
は
広
い
舞
台
が
あ
り
ま
す

の

て
、
「
小
田
原
ち
ょ
う
ち
ん
踊
り
」
、
南
足
柄

市

の

「
内
山
剣
舞
踊
り
」
や
「
足
柄
さ
さ
ら
踊

り
」
と
い
っ
た
大
勢
の
人
数
が
集
ま
る
民
俗
芸

能
、
あ
る
い
は
「
小
田
原
難
子
」
の
よ
う
な
大

き
な
音
の
出
る
噺
子
・
和
太
鼓
な
と
を
中
心
に

9
団
体
が
集
ま
り
ま
し
た
。

　
一
方
、
収
容
人
員
五
百
人
程
度
の
小
田
原
市

中
央
公
民
館
ホ
ー
ル
の
舞
台
は
、
曽
我
別
所
の

r寿
獅
子
舞
」
や
湯
河
原
町
の
「
焼
亡
の
舞
い
」

な
と
の
少
人
数
て
構
成
さ
れ
る
民
俗
芸
能
の
公

演
に
向
い
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
民
俗
芸
能

を
中
心
に
8
団
体
か
集
ま
り
ま
し
た
。

　

そ
の
全
て
を
ご
紹
介
す
る
こ
と
は
残
念
な
が

ら
で
き
ま
せ
ん
が
、
両
大
会
で
特
に
好
評
だ
っ

た
公
演
に
つ
い
て
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　
F
あ
し
が
ら
太
鼓
」
は
創
作
和
太
鼓
で
す
。
大

人

も
子
供
も
障
害
の
あ
る
な
し
に
も
何
ら
関
係

な
く
編
成
さ
れ
て
お
り
’
そ
の
演
奏
は
自
由
闊

達

で

奔
放
な
雰
囲
気
の
中
に
も
独
特
な
調
和
か

あ
り
、
観
衆
か
ら
大
変
多
く
の
賛
辞
を
集
め
て

い
ま
し
た
。

　
r
世
附
の
百
万
遍
念
仏
」
は
舞
台
の
床
を
傷
め

て

し
ま
う
こ
と
か
ら
数
珠
を
ま
わ
す
部
分
は
ビ

テ

オ
放
映
で
、
こ
れ
に
続
く
獅
子
舞
な
と
を
実

演
で
や
っ
て
い
た
た
き
ま
し
た
。
滑
稽
な
や
り

と
り
な
と
に
場
内
は
笑
い
声
か
絶
え
ま
せ
ん
で

し
た
。
実
際
に
数
珠
を
回
し
て
欲
し
か
っ
た
と

い

う
御
意
見
を
多
く
の
お
客
様
か
ら
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　
大
磯
六
所
神
社
に
伝
わ
る
相
模
国
府
祭
の
「
鷺

の

舞
い
」
は
、
国
痢
祭
（
こ
う
の
ま
ち
）
に
お

い

て

の

み

舞
わ
れ
る
神
事
舞
踊
て
、
ま
す
他
に

は
公
演
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
貴
重
な
も
の
で
し

た
。
そ
の
公
演
は
準
備
段
階
か
ら
、
厳
か
で
、
神

妙

な
雰
囲
気
に
包
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
公
演
も

張

り
詰
め
た
静
け
さ
の
中
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

広
い
舞
台
で
舞
わ
れ
る
優
雅
な
舞
の
数
々
は
観

る
者
を
平
安
の
宴
へ
と
誘
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

　

開
成
町
の
「
阿
波
踊
り
」
は
今
で
は
そ
れ
で

お

祭

り
か
行
わ
れ
る
ほ
と
地
域
に
根
付
い
た
も

の

で

す
。
事
前
に
行
わ
れ
た
打
ち
合
わ
せ
て
も

照

明
に
多
く
の
注
文
を
出
す
な
ど
、
演
出
に
大

変
こ
だ
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
踊
り
手
の
平
均
年

齢

も
若
く
て
、
メ
リ
ハ
リ
の
き
い
た
粋
な
踊
り

は
大
変
好
評
で
し
た
。

　

小
田
原
市
大
会
の
オ
ー
プ
ニ
ン
ク
は
、
堀
山

下
上

関
あ
く
ま
っ
ば
ら
い
保
存
会
の
子
供
た
ち

に
来
賓
と
主
催
者
を
壇
上
に
お
連
れ
す
る
お
仕

事

を
お
願
い
し
ま
し
た
。
「
あ
く
ま
っ
ば
ら
い
」

の

掛
け
声
と
共
に
．
子
供
た
ち
に
案
内
さ
れ
て

壇
上

に
上
が
る
来
賓
の
皆
さ
ん
は
、
始
め
は
少

し
戸
或
」
っ
た
感
じ
て
し
た
が
、
民
俗
芸
能
ら
し

い

演
出
を
楽
し
ん
て
い
た
た
け
た
よ
う
で
す
。

　
小
田

原

市

の

山
王
原
地
区
（
現
・
東
町
）
に

　
　
　
　
　
　
　

s
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吟

伝
わ
る
「
大
漁
木
遣
唄
」
は
、
プ
リ
定
置
網
の

大

漁

場

を
抱
え
た
西
湘
地
区
の
海
岸
一
帯
で
、

網
締
め
の
時
に
唄
わ
れ
て
い
た
唄
で
し
た
。
そ

れ
が
今
日
で
は
山
王
神
社
の
祭
礼
や
地
域
の
祝

い

事
で
唄
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
唄
い
手
も
漁

師
か
ら
普
通
の
人
に
変
わ
り
ま
し
た
。
御
輿
を

担
い
で
登
場
し
、
祭
り
さ
な
が
ら
に
「
突
っ
込
み
」

ま
で
披
露
さ
れ
、
同
地
区
の
習
俗
も
よ
く
解
る

演
出
で
し
た
。

　

箱
根
太
鼓
振
興
会
は
箱
根
を
代
表
す
る
和
太

鼓

集
団
で
す
。
和
太
鼓
を
ア
ー
ト
と
表
現
す
る

ほ
ど
極
め
て
意
識
の
高
い
団
体
で
、
ス
ク
リ
ー

ン

に

映

し
出
さ
れ
た
箱
根
の
風
景
を
背
景
に
、

曲
を
披
露
し
ま
し
た
。

　
大

会
の
最
後
は
小
田
原
市
と
南
足
柄
市
両
市

に

存
在
す
る
「
相
模
人
形
芝
居
」
で
し
た
。
鍛

帳
の
前
で
下
中
座
の
人
形
解
説
を
行
い
な
が
ら
、

そ
の
裏
で
は
足
柄
座
と
下
中
座
で
舞
台
設
営
を

行
う
と
い
う
慌
た
だ
し
さ
で
す
。
演
目
は
足
柄

座

が

「
伽
羅
先
代
萩
　
政
岡
忠
義
の
段
」
、
下

中
座
が
「
絵
本
太
閤
記
十
段
目
　
尼
ヶ
崎
の
段

（
ロ

ご

で
、
三
味
線
は
竹
本
土
佐
子
師
匠
、
大

夫
は
そ
れ
ぞ
れ
坪
井
義
子
さ
ん
、
義
太
夫
萩
の

会
。
い
ず
れ
も
好
評
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

開催内容

一

民俗芸能大会名等 開催時期・開催会場

新春たたき初め大会（祭嚥子保存連絡協議歪こ） 平成13年1月21日（日）13：00～17：00　ハーモニーホール座間

第25回秦野市民俗芸能大会 平成13年1月28［la」）13：00～16二〇〇　秦野市民文化会館小ホール

第22回新春はやし叩き初め大会 平成13年1月28日（LD　10：00～16：00　海老名市立総合福祉会館

第28回相模原人形芝居大会 平成13年1月28日（日）12：00～16：00　平塚市中央公民館大ホール

郷土芸能保存横浜北3区連合会　第17同発表会 平成13年2月11H（日）12：30～16：00　横浜市緑区公会堂

小田原民俗芸能後継者育成発表会 平成13年2月25日（日）13：00～16：40　小田原市中央公民館ホール

第23回川崎市民俗芸能発表会 平成13年3月4日（日）10：00～16：00　川崎市宮前市民館

舞台セット完成記念公演（相模人形芝居足柄座） 平成13年5月26日（日）13：30～15：30　南足柄市文化会館小ホール

第25回ささら踊り大会 平成13年7月24日（火）13：30～16：00　藤沢市秋葉台文化体育館

第32回郷土芸能大会（祭ばやし大会） 平成13年9月15日　（土｝10：00～15：00　鶴岡八幡宮境内

平成13年度相模人形芝居特別公演 平成13年9月30日（日）13：00～15：00　厚木市文化会館小ホール

海老名市民文化祭　大谷歌舞伎特別公演 平成13年10月21日（日）14．00－16：10　海老名市立文化会館

第26回芸能発表会 平成13年101」28［二1（日）13：00～16：00　仙石原文化センター

第27回二宮町民俗芸能のつどい 平成13年10月281］（日）12：00～15：30　生涯学？7センターホール

第39回厚木市民丈化祭　郷土芸能発表会 平成13年11月3U　（日）12：30－16：00　厚木市文化会館

第32回郷『ヒ芸能大会（芸能大会｝ 平成13年111111U　（LI）12：00～16：30　レ・ウェル鎌倉

　　　　　　・

第25回ひらつか民俗芸能まつり 平成13年llll18「［（rD　13：00～15：30　平塚市Ll∫央公民館

第22川横須賀民俗芸能大会 平成13年ll月18日　（E｜）13：00～15：30　横須賀llf文化会館

第29n茅ケ崎市郷土芸6巨大会 平成正3年11月25U　（1－D　13：00－16：00　茅ヶ崎市民文化会館小ホール

みんぞく芸能祭2001 平成13年11月25L［（口）13：00～17：00　かながわドームシアター

みんぞく芸能祭
il1かながわ

西さがみ大会

南足柄市大会 平成13年12月2E［（1：D　12：00－17：00　南足柄市文化会館大ホール

小田原市大会 平成13年12月9「1（日）12：00～17：00　小田原市中央公民館ホール
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民
俗
芸
能
散
歩

（
5
）
　
平
塚
市

人
形
浄
瑠
璃
芝
居

　

平
塚
市
に
は
三
人
で
一
体
の
人
形
を
操
る
「
相

模
人
形
芝
居
」
と
、
一
人
で
一
体
の
人
形
を
操

る
「
乙
女
文
楽
」
の
二
種
類
の
人
形
浄
瑠
璃
芝

居
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
複
数
の
形
態
の

人
形
浄
瑠
璃
芝
居
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
地
域
は

全
国
的
に
も
稀
で
、
当
市
で
は
貴
重
な
財
産
と

し
て
そ
の
保
存
と
伝
承
に
取
り
組
ん
で
お
り
ま

す
。　

ま
ず
、
「
相
模
人
形
芝
居
」
と
は
江
戸
時
代

に
相
模
の
地
に
伝
え
ら
れ
た
人
形
浄
瑠
璃
芝
居

で
、
三
人
で
一
体
の
人
形
を
操
り
、
「
鉄
砲
差
し

（て
っ

ぽ
う
さ
し
ご
と
い
う
独
特
の
形
状
の
首
（
か

し
ら
）
を
遣
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
祭
典
の
奉

納
余
興
、
或
い
は
農
民
達
の
楽
し
み
と
し
て
こ

の

人
形
芝
居
は
取
り
上
げ
ら
れ
、
か
つ
て
は
相

模
の
国

に

十

五

ヶ
所
ほ
ど
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て

い

ま
す
。
し
か
し
、
理
由
は
は
っ
き
り
し
な
い

も
の
の
明
治
末
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
伝
承
が

途
絶
え
て
い
き
ま
し
た
。
そ
ん
な
中
、
小
田
原

市
の
「
下
中
座
」
、
厚
木
市
の
「
長
谷
座
」
「
林
座
」

は
絶
え
る
こ
と
な
く
、
ま
た
、
南
足
柄
市
の
「
足

柄
座
」
と
当
市
の
「
前
鳥
座
」
は
一
度
は
途
絶

え
た
も
の
の
復
興
し
、
現
在
で
は
こ
れ
ら
の
五

座

は
そ
れ
ぞ
れ
国
及
び
県
の
無
形
民
俗
文
化
財

に
指
定
さ
れ
、
「
相
模
人
形
芝
居
連
合
会
」
を
結

成
し
稽
古
に
励
ん
で
お
り
ま
す
。

　

当
市
の
「
前
鳥
座
」
は
、
相
模
の
古
道
や
中

原

街
道
の
沿
線
で
、
相
模
国
第
四
の
宮
に
あ
た

る
前
鳥
神
社
の
鎮
座
す
る
古
い
土
地
柄
の
「
四

之

宮
」
と
い
う
地
区
に
伝
承
さ
れ
た
人
形
浄
瑠

璃

芝
居
で
、
当
初
は
「
四
之
宮
の
人
形
」
と
言

わ

れ

て

先
述

の

「
鉄
砲

差

し
」
の
首
を
所
有
し

て

い

ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
明
治
四
十
二
年
に

四

之

宮
地
区
の
ほ
と
ん
ど
の
家
屋
を
焼
失
す
る

大
火
が
あ
り
、
こ
の
際
に
江
戸
時
代
か
ら
継
承

し
て
き
た
首
や
衣
装
の
大
部
分
を
失
っ
て
し
ま

う
事
件
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
責
任
を
感

じ
た
人
形
連
中
は
、
こ
の
人
形
浄
瑠
璃
芝
居
の

継

承
の

た

め

何

よ
り
も
先
に
大
阪
へ
出
向
き
、

人
形
を
買
い
求
め
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
現

在
、
二
十
四
名
の
座
員
は
幾
多
の
災
難
を

乗
り
越
え
、
今
日
ま
で
力
強
く
伝
承
さ
れ
て
き

た
こ
の
人
形
芝
居
を
絶
や
さ
ぬ
よ
う
、
後
継
者

の

養
成
に
努
め
、
ま
た
年
に
一
度
の
「
相
模
人

形
芝
居
大
会
」
を
は
じ
め
、
市
内
外
で
の
公
演

に

向
け
て
日
々
精
進
し
て
お
り
ま
す
。

　

次
に
「
乙
女
文
楽
」
と
は
一
人
で
一
体
の
人

形

を
操
る
特
殊
な
人
形
浄
瑠
璃
芝
居
で
、
大
正

末
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
始
ま
り
ま
し
た

（本

来
、
遣
い
手
は
素
顔
の
少
女
に
限
ら
れ
ま
し

た
）
。
こ
れ
に
福
岡
県
出
身
の
宗
政
太
郎
氏
が
参

加
し
て
l
座
を
継
承
、
昭
和
二
十
七
年
に
神
奈

川
県
茅
ヶ
崎
市
に
転
入
し
、
こ
れ
以
降
、
「
乙
女

文

楽
」
は
神
奈
川
に
根
付
き
ま
し
た
。
唯
一
の

伝
承
者
と
し
て
活
躍
中
の
桐
竹
智
恵
子
師
匠
は

こ
の
宗
政
太
郎
氏
の
三
女
に
当
た
り
ま
す
。

　

昭
和
三
十
八
年
に
宗
政
太
郎
氏
が
他
界
し
、

時

代

の

流
れ

の

影

響
も
加
わ
り
「
乙
女
文
楽
」

は

衰
滅
寸
前

と
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
当
市
は
、

昭
和
四
十
四
年
に
散
逸
し
か
け
て
い
た
人
形
の

首
五
十
六
点
と
衣
装
三
十
組
を
買
い
取
り
、
保

存

活

用
を
検
討
し
た
結
果
、
昭
和
四
十
七
年
、

当
時
は
女
子
校
だ
っ
た
県
立
高
浜
高
等
学
校
で

ク
ラ
ブ
活
動
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
桐
竹
智

恵
子
師
匠
の
指
導
が
始
ま
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。
大
阪
で
始
ま
り
、
一
時
は
衰
滅
寸
前
に
ま

で

な
っ
た
「
乙
女
文
楽
」
が
平
塚
と
い
う
地
で

高
校
生
に
よ
り
力
強
く
成
長
を
遂
げ
て
い
っ
た

の

で

あ
り
ま
す
（
同
様
に
県
立
茅
ヶ
崎
高
等
学

校
で

も
桐
竹
師
匠
の
指
導
で
活
躍
す
る
ク
ラ
ブ
活

動

が
あ
り
ま
す
）
。
そ
し
て
平
成
二
年
に
は
こ
れ

ら
の
卒
業
生
が
中
心
に
な
り
、
「
湘
南
座
」
が
結

成
さ
れ
ま
し
た
。

　

現
在
も
桐
竹
師
匠
は
、
熱
く
そ
し
て
鋭
い
眼
差

し
で
座
員
や
部
員
の
練
習
を
見
つ
め
、
そ
し
て
温

か

v
見
守
り
、
ま
た
座
員
や
部
員
も
そ
ん
な
師
匠

に
応
え
よ
う
と
新
し
い
演
目
に
積
極
的
に
挑
戦
し

て

お
り
ま
す
。

　

時
は
流
れ
、
生
活
は
多
様
化
し
、
人
そ
れ
ぞ
れ

の

価
値
観
も
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
ど

ん

な
に
時
代
が
変
わ
ろ
う
と
し
て
も
変
え
る
こ
と

の

で

き
な
い
不
変
の
部
分
が
あ
る
の
も
紛
れ
も
な

い
事
実

で

す
。
我
々
は
こ
の
平
塚
の
地
で
伝
承
さ

れ

て

き
た
こ
れ
ら
の
人
形
浄
瑠
璃
芝
居
こ
そ
貴
重

な
財
産
と
認
識
し
、
い
つ
ま
で
も
絶
や
す
こ
と
の

な
い
よ
う
、
毎
年
十
一
月
に
は
「
ひ
ら
つ
か
民
俗

芸

能
ま
つ
り
」
を
実
施
し
、
多
く
の
方
々
に
御

覧
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
全
国
的
に
も

知
ら
れ
る
湘
南
ひ
ら
つ
か
七
夕
ま
つ
り
の
際
に
は

「
郷
土

芸
能
大
会
」
を
共
催
事
業
と
し
て
開
催
し
、

市
内
外
の
皆
さ
ま
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
参
り
ま
し
た
。

今
後
も
機
会
あ
る
毎
に
保
存
と
伝
承
に
向
け
各
団

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

●

　
　
　
　

一
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　　　時宗宗祖・当麻山無量光寺開山の一遍上人、一遍は念仏踊りを信州小田切の里にて初めて踊り、その踊りはまたたく問に

　　全国に広まっていった．盆踊りのルーツは、そんなところにあるようだ，

　　　それらのルーツを持っている盆踊り、相模原では各地で盆踊りが行われている。

一　　平成12年度に行われた市内各地の盆踊りの実態を郷土懇話会共同調査項目として選び、調査をした結果をここに報告いた

　　します。

1）本調査に御協力いただいた実施団体　合計29団体

実施自治体

自治会自体の実行委 22 経済（農協） 3 経済（商店会） 2 ふるさと祭 2

地区別

相　原 8 大　沢 1 田　名 5 橋　本 1 大野北 7 大野南 3 上　溝 1

麻　溝 1 相武台 2

2）開催日

　7月　（計18団体）

14日 16日 18日 20日 21日 22日 23日 28日 29日 30日

金 日 火 木 金 土 日 金 土 E
I

1団体 1 2 1 1 2 1 1 6 2

8月（計16団体）

4日 5日 6日 19日 24日 26日 27H

金 土 日 土 木 土 日

2団体 7 1 2 1 2 1

1団体2日開催は延べ団体数とした。上「立E［8月5日　7団体　7月29EI：6団体

8月7日～18日は開催団体がなかった，　2日開催：5団体　1日開催：24団体
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前鳥座

体
と
と
も
に
一
歩
ず
つ
歩
ん
で
参
り
た
い
と
思

い

ま
す
の
で
御
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
記
事
を
御
覧
に
な
り
、
そ
れ
ぞ

れ

の

人
形
浄
瑠
璃
芝
居
に
興
味
を
お
持
ち
で
い

ら
れ
ま
し
た
ら
市
教
委
発
行
の
『
平
塚
市
文
化

財
調
査
報
告
書
』
の
第
二
十
九
集
に
「
前
鳥
座
」

が
、
第
三
卜
一
集
に
「
乙
女
文
楽
」
が
ま
と
め

ら
れ
て
お
り
ま
す
の
で
社
会
教
育
課
に
て
お
求

め

v
だ
さ
い
．
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5）盆踊りは、いつからどこで・・…　　など

☆上　矢　部　S26年青年団が始めたが、その後青年団がなくなって自治会の主催となった。やぐらははじめは丸太、今は

　　　　　　　鉄骨に変わっている。

☆上溝四ッ谷　4～5年前より踊り手が少なく、自治会の頭の痛いところ。

☆相原当麻田 S26年相原八幡宮の祭礼のときに開催されていた。　S62年から開催日は祭礼とは別になり、会場も当麻田小

と一年交替になり、H6年納涼まつりとして盛大になっていった。会場は当麻田小のみとなった。

☆相武台前　S27年頃までは電電公社社宅の空地などで行われ、それから地域内のあちこちと場所を変えた。　S37年には、

　　　　　　駅からキャンプ（東山）へ行く道路で、S45年は稲垣ビル裏の空地で、　S46年頃は相模原信用組合前（現駐

　　　　　　輪場）、H4年頃より相武台1丁目公園にて毎年開催している。

☆田名ふるさとまつり　S56年第1回ふるさとまつりから田名自治連婦人会が主になり毎年盆おどり大会が開催されている。

　　　　　　それ以前も田名地域盆おどり大会が田名小、田名中校庭で行われていた。

　　　　　　S56年から会場は公民館前道路を（歩行者天国）使用。

☆中 渕　S22～23年頃龍像寺境内で、地域婦人による盆おどりが行われた。踊る曲名は炭坑節ではなく、ご詠歌風の

　　曲だったとのこと。

　　その後、皇武神社境内で青年団が主催し、子どもやお年寄りを招待して非常に喜ばれたとのこと。

　　現在は中渕ふれあい広場で賑やかな夏祭りとして自治会事業として定着している。

☆上大島（長徳寺）相模原で開催されている盆おどりの中で最も盆おどりと思われるおどり。今でも長徳寺大滝住職の

　　　　　　読経がある。唄も地域の平和を祈り農民の幸福を念じた“長徳寺盆踊り”（昭和8年か9年頃の作・昔ながら

　　　　　　の素朴な旋律と踊りを保っている）が踊られている。
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3）参加人数と踊った人の比率　（踊った人÷参加人数×100＝％）

10％以下 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 100％

2団体 9 4 3 1 3 3 3 1

　ひところに比べると盆踊りは衰退しているようである。実際開催していても実態は地域の夏祭の機能が強く、子供たちを寄

せる夜店など開くところも多く、踊る人が少ない実態がよく調査に表れている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

4）踊りの曲名

相模原音頭　　　　　　29川仁 河内音頭 火の國太鼓

炭坑節　　　　　　　　28 みよちゃん おむすび音頭

神奈川おどり　　　　　12 盆おどり 四ッ谷音頭

大東京音頭　　　　　　9 山王音頭 ガンバレ音頭

ドラえもん音頭　　　　　8 津軽の花 おめでた音頭

花笠踊り　　　　　　　7 八木節 ダンゴ三兄弟

東京音頭　　　　　　　7 勘三郎音頭 浴衣音頭

白浜音頭　　　　　　　　6 家族っていいな アラレちゃん音頭

みんな集まれ音頭　　　　6 長徳寺盆おどり 市子連音頭

相馬盆唄　　　　　　　6 音頭で盆おどり 幸せ音頭

21世紀音頭　　　　　　　5 好きになった人 ボケモン音頭

唄ばやし音頭　　　　　　5 天ぷら音頭 空港ラプソディ

新田名音頭　　　　　　5 北国の春 アンパンマン

（以下団体数略） 日本晴れだよ クルクル音頭でリサイクル

ビューティフルサンデー 沖縄音頭 ふれあい音頭

血液ガタガタ音頭 平和音頭 平成ふれあい音頭

めんそ一れ沖縄 中渕音頭 お祭り音頭

相原音頭 チャンチキおけさ （計52曲）

　踊りの曲名は52曲に及んでいた。S33年度に誕生した相模原音頭は市民によく親しまれており、全団体で踊っていた。

　以下、炭坑節・神奈川おどり・大東京音頭と続いて市民の根強い支持を得ている。この中で、一つの地域、一つの自治会単

位で音頭をつくっているところ…新田名音頭・相原音頭・山王音頭・中渕音頭・四ッ谷音頭・長徳寺盆おどりがあった。
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6）相模原音頭

昭和30年頃、相模原市内各地で盛んに盆踊りが踊られた。

市内のレクリエーションとして公民館主催でも行われたが、その歌は炭坑節や東京音頭その他で本来、歌われるべき地域の

歌がなかった。

そこで昭和32年相模原市民の歌が制定されてのに続き、昭和33年相模原音頭の作詞が全国的に募集され119点の応募があった．

噺この中から藤沢市の山西多朗の作詞が選ばれ、平井康三郎により作曲、振付け中山義雄により昭和33年8月に新装となった

市立体育館で発表会が行われた

’

相模原音頭は、市民の歌と共にレコード化もされ、市レクリエーション協会などの積極的な普及活動でもあって市内各地で

開催される盆おどりには、なくてはならない盆おどり曲の一つとなった。

『相模原市史』・『相模原教育史』参考文献

篁問い合わせ先：相模原市郷土懇話会　石　井

（042－753－2769）

本寄稿文（相模原郷土懇話会平成12年度共同調査『相模の盆踊り』）

は事務局にいただいた冊子から転載させていただきました。
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和
歌
山
市
加
太
と
い
う
所
に
淡
島
神
社
が
あ
っ

て
、
全
国
の
淡
島
信
仰
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。

子
授

け
、
女
性
特
有
の
病
気
平
癒
、
安
産
、
女
性

の

厄
除
け
、
縁
結
び
、
針
仕
事
の
上
達
な
ど
、
女

罫
ソ

性
の

平
和
祈
願
に
寄
せ
ら
れ
る
信
仰
で
あ
る
。
芦

名
で
は
、
「
淡
島
さ
ん
」
と
親
し
み
の
あ
る
呼
び

方
を
し
て
い
る
が
、
全
国
的
に
も
こ
の
名
が
通
称

で
あ
る
と
い
う
。

meA

ジ
　
一
t
t
t

t
l

底抜け柄杓が沢山奉納され針供養を行われる

　
r
『
紀
伊
名
所
図
会
』

に

は
、
祭
祀
由
来
と

し
て
神
功
皇
后
の
三
韓

出
兵
伝
承
が
記
載
さ
れ

て

い

る
。
淡
島
神
は

住
吉
神
の
妃
神
で
あ
っ

た
が
、
帯
下
の
病
に

か
か
っ

た
た
め
海
に
流

さ
れ
、
三
月
三
日
に
紀

州
の
淡
島
に
標
着
し
て

祭
祀
さ
れ
る
に
至
っ
た

と
も
伝
え
ら
れ
、
淡
島

信

仰
は
海
か
ら
寄
り
来

る
神
、
常
世
神
（
と
こ

よ
が
み
）
に
対
す
る
信

仰
に
源
を
発
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
」
と
、

吉
川
弘
文
館
・
日
本
民

俗
大
辞
典
に
記
さ
れ
て

い

る
。
二
〇
〇
一
年
三

月
三
日
（
土
）
、
芦
名

の
淡
島
さ
ん
の
お
祭
り

の

翌

日
が
娘
の
誕
生

日
と
い
う
こ
と
も
あ

り
、
二
月
十
四
日
生
ま

れ

の

紫
花
（
す
み
れ
）

と
い
う
孫
の
健
康
と
女

性
の
安
全
を
願
い
、
淡

島
神
社
に
一
人
で
参

詣
す
る
事
と
な
る
。
バ

レ
ン
タ
イ
ン
デ
ー
に
大

き
な
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
な

ら
ぬ
大
き
な
女
の
子
を

贈
っ
て
v
れ
た
娘
に
感

謝

し
な
が
ら
…
。

こ
の
神
社
は
少
名
毘
古

那
神
（
す
く
な
び
こ
な

の

か

み
）
－
古
事
記
で

祭
神
と
言
わ
れ
住
吉
明

神
の
妃
に
な
っ
た
が
、

腰
に

女
性
で
あ
る
が

た
め
の
病
が
あ
っ
た
為

に

離
縁

と
な
っ
て
、
前

述
の
紀

州
加
太
の
淡
島

（粟
島
）

ξ
巡

．

i　
W
・
i

　

　

　

に
流
さ
れ
て
し
ま
う
。
少
名
毘
古
那

神
は
苦
し
ん
だ
挙
句
、
自
分
の
苦
痛
を
別
人
に

は
さ
せ
て
く
な
い
と
い
う
思
い
か
ら
、
大
勢
の

女
性
を
救
っ
て
行
こ
う
と
誓
い
女
神
と
な
っ
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
芦
名
海
岸
か
ら
山
側
に

登
っ
て
行
く
途
中
に
、
底
が
抜
け
た
柄
杓
を
叔

父

さ
ん
に
奉
納
す
る
様
に
声
を
掛
け
ら
れ
た
。

柄
の
付
い
た
「
ひ
し
ゃ
く
」
（
湯
・
水
な
ど
を

汲
み

と
る
道
具
）
を
受
け
取
っ
た
。
底
が
な

小舟に乗せられた人形たち

い

の

で

水
な
ど
は
も
ち
ろ
ん
汲
む
こ
と
は
で
き
な

い
o
　
r
底
抜
け
柄
杓
の
い
わ
れ
」
の
記
さ
れ
た
説

明
文
を
頂
い
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

　
F
（
省
略
）
和
歌
山
市
の
淡
島
（
粟
島
）
に
流

さ
れ
ま
し
た
（
省
略
）
人
々
を
救
う
こ
と
を
誓
っ

て

神
に
な
り
ま
し
た
祭
神
が
淡
島
に
流
さ
れ
た
時

に
、
船
が
浸
水
し
た
た
め
柄
杓
で
水
を
か
い
出
し

た
が
、
途
中
で
底
が
抜
け
て
し
ま
い
、
そ
れ
で
も

水
を
汲
み
出
す
事
が
で
き
た
と
い
う
故
事
に
ち
な

一
13
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「

む
も
の
で
す
。
ま
た
社
伝
に
よ
れ
ば
、
淡
島
の
神

が
、
こ
の
芦
名
の
地
に
流
れ
つ
い
た
時
に
す
く
い

上
げ

た
柄
杓
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
（
以
下
省

略
ご

　

と
あ
る
。
節
供
に
あ
わ
せ
て
、
流
し
び
な
の
催

し
も
、
太
陽
が
西
空
に
傾
く
頃
行
わ
れ
た
。
人
間

の

身
体
に
つ
い
た
不
浄
や
災
い
を
ひ
な
人
形
に
託

し
て
’
小
さ
な
和
船
に
乗
せ
て
海
に
流
す
習
わ
し

を
見
る
こ
と
も
で
き
た
。
こ
の
時
間
（
四
時
過
ぎ
）

に

な
る
と
、
海
辺
の
寒
さ
が
身
に
し
み
た
が
、
娘

や

孫
が
幸
福
に
な
る
感
じ
が
し
た
。

（
五
十
年
前
の
淡
島
さ
ん
）

　
小
学
校
低
学
年
頃
の
三
月
三
日
、
桃
の
節
供
は
、

淡
島
神
社
祭
り
の
日
で
あ
っ
た
。
在
学
校
は
、
神

社
か
ら
程
近
い
横
須
賀
市
立
大
楠
小
学
校
、
六
年

間
の
問
に
は
渡
り
蟹
や
蛸
（
こ
れ
は
小
使
さ
ん
）
、

貝
殻
等
を
捕
っ
た
思
い
出
の
地
で
も
あ
る
。
「
淡

島
さ
ん
」
の
日
は
、
小
学
校
は
休
み
に
な
っ
た
。

善
男
善
女
が
遠
方
（
県
下
）
か
ら
も
大
勢
参
詣
に

来

ら
れ
て
い
た
し
、
小
さ
い
子
供
達
が
危
険
だ
か

ら
と
い
う
、
校
長
さ
ん
の
計
ら
い
が
あ
っ
た
の
で

し
ょ
う
。
ま
た
、
国
鉄
（
J
R
）
逗
子
駅
か
ら
林
ロ
ー

タ
リ
ー
（
今
、
交
差
点
）
方
面
か
ら
は
、
芦
名
バ

ス

停
ま
で
K
H
K
（
京
浜
急
行
）
と
記
さ
れ
た
緑

色
の
臨
時
の
バ
ス
が
運
行
さ
れ
た
。
来
る
バ
ス
そ

れ
ぞ
れ
が
満
員
の
た
め
乗
車
で
き
な
い
事
や
、
友

達
と
「
淡
島
さ
ま
」
に
行
く
楽
し
さ
一
杯
で
、
苦

で
は

な
く
馬
骨
坂
と
い
う
急
な
坂
道
を
か
な
り
の

早
さ
で
歩
い
た
こ
と
も
毎
年
思
い
出
し
ま
す
。
思

い

出
の
沢
山
詰
ま
っ
た
「
淡
島
さ
ん
」
に
、
二
〇

o
二
年
三
月
三
日
佳
日
、
娘
夫
婦
、
孫
と
カ
メ
ラ

片
手
に
お
詣
り
に
行
っ
て
み
よ
う
と
田
心
う
。

　

相
当
古
く
か
ら
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、

起
源
の
年
代
は
明
ら
か
で
な
い
。
獅
子
頭
の
裏
に

r文
政
十
二
年
・
円
明
院
に
世
桃
源
法
師
修
理
」

と
あ
る
の
で
そ
れ
以
前
か
ら
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
と
、
獅
子
頭
の
よ
う
な
も
の
は
、
少
な
く
と
も

2
O
O
年
位
は
持
つ
と
思
わ
れ
る
の
で
、
4
0
0

年
位
は
経
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
両
部
神

道
修
験
道
の
呪
芸
の
一
つ
で
神
物
加
護
を
願
い
’

国
土
’
家
内
の
安
全
を
求
め
て
、
障
礎
の
悪
魔

を
追
い
払
う
と
い
う
為
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
o
も
と
も
と
は
、
神
仏
両
道
に
立
つ
修
験
道

だ

っ

た
も
の
が
、
明
治
5
年
の
神
仏
分
離
令
に
よ

り
神
社
の
獅
子
に
な
っ
た
。
そ
も
そ
も
獅
子
は
ど

こ
か
ら
伝
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
に
つ
い
て
は
明

ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
が
、
関
東
で
は
御
深
草
天

皇
の

宝

治
元
年
、
天
皇
の
前
で
舞
っ
た
と
い
う
下

総
の
国

の
角
兵
衛
、
角
内
、
角
助
と
い
う
三
人
兄

弟
の
子
孫
で
な
け
れ
ば
舞
を
伝
授
し
て
は
な
ら
な

い

掟
だ
っ
た
の
で
、
そ
の
ゆ
か
り
の
人
々
が
師
匠

に

な
っ
て
伝
わ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
三
頭
舞

の
獅
子

は
武
相
周
辺
で
は
、
山
崎
角
大
夫
に
始
ま

る
と
い
う
も
の
が
多
い
が
そ
の
中
で
も
角
兵
衛
流

・
∴

Z

申

で

は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ゆ
っ
た
り
と
し

た
中
に
も
美
し
さ
の
あ
る
舞
と
し
て
伝
え
ら
れ
て

　
い
る
。

　
　
【
獅
子
舞
新
調
】

　
　
獅
子
頭
面
が
大
分
痛
ん

　
で
き
た
の
で
新
調
し
よ
う

　
と
の
話
が
出
て
か
ら
3
～

　
4
年
経
っ
た
、
平
成
7
年

　
1
0
月
に
、
大
島
獅
子
舞

　
の
責
任
者
に
な
っ
て
い
る

中
里
正
楽
さ
ん
が
、
高
山

方
面
へ
旅
行
に
行
か
れ
た

際

の

事
。
バ
ス
ガ
イ
ド

さ
ん
が
胸
に
吊
し
た
福
雀

　
の
彫
り
物
を
見
せ
、
「
こ

れ

を
持
っ
て
い
る
と
幸
福

に

な
り
ま
す
よ
、
こ
れ
は

　
一
位
の
木
で
作
っ
た
も
の

で
、
高
山
で
お
求
め
に
な

れ

ま
す
よ
。
」
と
の
説
明

を
受
け
た
。
そ
の
日
は
高

山
泊
ま
り
だ
っ
た
の
で
、

日
ご
ろ
か
ら
気
に
な
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た
獅
子
頭
面
を
作
っ
て

い

る
店
を
探
し
、
師
匠
格

の

面
作
り
師
が
い
る
と
い

う
お
店
で
そ
の
話
を
し
た

の

が
始

ま
り
だ
っ
た
。
高

価
な
も
の
な
の
で
、
氏
子

の

皆
さ
ん
の
賛
同
を
得
な

い

と
出
来
な
い
こ
と
で
あ

一 14一

る
し
、
ま
た
一
6
1
の
木
で
は
漆
塗
り
が
で
き
な

い
の

で
，
カ
ツ
ラ
の
木
で
作
り
ま
し
ょ
う
、
と
の

事
。
よ
う
や
く
氏
子
の
了
解
も
得
ら
れ
、
獅
子
頭

の
面

も
出
来
上
が
っ
た
。
し
か
し
、
出
来
た
面
に

色
々
な
も
の
を
付
け
な
け
れ
ば
獅
子
頭
に
は
な
ら

ず
、
ま
ず
漆
塗
の
本
場
木
曽
の
名
工
に
依
頼
を
し

た
。
次
に
、
籠
作
り
。
三
頭
三
様
手
の
か
か
る
作

業
だ
っ
た
が
、
当
地
区
内
で
出
来
る
人
が
い
た
の

で

依
頼
。
次
は
髪
の
毛
で
、
麻
を
編
ん
で
色
付
け

を
す
る
。
麻
は
浅
草
ま
で
本
物
の
注
文
に
行
く
。

色
付
け
は
、
染
め
方
の
指
導
を
い
た
だ
き
自
分
達

で
、
そ
し
て
正
楽
さ
ん
が
研
究
し
な
が
ら
毛
を
編

む
。
最
後
に
組
み
立
て
、
慎
重
に
専
門
家
の
手
を

借

り
、
平
成
9
年
5
月
完
成
し
た
。
バ
ス
ガ
イ
ド

さ
ん
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
か
ら
一
年
半
の
長
い
道
の

り
だ
っ
た
．
後
で
分
か
っ
た
こ
と
だ
が
、
面
は
平

成
天
皇
に
し
ゃ
く
を
献
上
し
て
い
る
人
で
、
漆
職

人
は
金
閣
寺
等
、
国
宝
級
の
建
造
物
を
手
が
け
ら

れ

た
人
だ
っ
た
と
聞
か
さ
れ
、
何
と
幸
運
な
こ
と

だ
っ
た
か
と
驚
い
た
。

　

神
奈
川
の
民
俗
芸
能
は
、
実
に
バ
ラ
エ
テ
ィ
に

富
ん
で
い
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
信
仰
、
そ
し
て
あ
ら

ゆ

る
生
業
と
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
労

働
の
現
場
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
民
俗
芸
能
は
、
そ

の

土
地

の

産
業
の
数
だ
け
そ
の
土
地
に
存
在
す
る

の

で
し
ょ
う
。

　
神
奈
川
の
芸
能
と
産
業
の
曲
豆
か
さ
は
、
即
ち
、

神
奈
川
の
自
然
の
豊
か
さ
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

ニ

ヶ
ニ
ニ

杣

人
や
木
地
師
、
鋳
物
師
と
い
っ
た
人
々
が
暮
ら

し
の
糧
を
得
、
生
活
の
拠
点
と
し
た
山
。
貴
重
な

資
源
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
時
に
は
敵
の
侵
入
を

防
い
で
く
れ
る
天
然
の
要
素
と
し
て
、
代
々
の
戦

国
武
将
達
に
よ
り
手
厚
く
保
護
管
理
さ
れ
て
き
た

豊
富
な
森
林
。
ま
た
、
そ
れ
ら
と
相
呼
応
し
て
多

t

痴

彩
な
恵
み
を
も
た
ら
し
、
そ
の
幸
と
富
を
運
ぶ
た

め

の
交
通
・
交
易
路
と
も
な
っ
た
海
。
さ
ら
に
は
、

そ
の
山
と
海
の
問
に
あ
っ
て
、
自
然
の
神
秘
と
、

人
の
力
の
偉
大
さ
の
結
晶
・
象
徴
た
る
神
聖
な
る

実
り
を
年
毎
に
顕
し
続
け
て
き
た
稲
田
。
そ
し
て
、

こ
れ
ら
山
野
河
海
の
循
環
に
加
え
、
近
年
は
ダ
ム

や
人

造
湖

と
い
っ
た
、
人
工
の
力
の
賜
物
と
し
て
、

渇
水
時
に
は
隣
接
す
る
首
都
東
京
に
お
す
そ
分

け
出
来
る
ほ
ど
豊
か
に
供
給
さ
れ
続
け
て
い
る
水

－
o

　

そ
こ
で
は
、
宗
教
と
科
学
の
間
に
す
ら
、
は

し
た
な
く
も
区
別
を
つ
け
た
が
る
近
代
と
い
う
も

の

が
、
破
綻
分
裂
さ
せ
対
立
さ
せ
て
し
ま
っ
た
人

と
自
然
、
生
産
と
人
間
が
い
ま
だ
美
し
く
依
存
し

合
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
風
景
こ
そ
、
こ
の
国

が
世
界
に
対
し
て
、
世
界
の
た
め
に
誇
り
守
る
べ

き
文
化
な
の
で
す
。

　
地
球
環
境
か

ら
見
た
日
本
の
伝
統
的
農
業
の
素

晴
ら
し
さ
と
先
進
性
に
早
く
か
ら
着
目
さ
れ
、
地

球
の
未
来
の
た
め
に
日
本

の

農
業
の
復
権
と
復
興
に

尽
力
さ
れ
て
い
る
評
論
家

の

富
山
和
子
先
生
は
こ
う

嘆
い
て
お
ら
れ
ま
す
。

　
「
も
う
少
し
日
本
の
歴

史
教
育
と
い
う
も
の
が
、

自
分
の
国
の
建
国
に
お
い

て

農
業
が
果
た
し
て
き
た

役
割
の
大
き
さ
重
さ
に
つ

い
て

き
ち
ん
と
教
え
て
い

た

な
ら
、
日
本
の
農
業
は

こ
こ
ま
で
衰
退
し
な
か
っ

た
は
ず
な
の
に
－
」
と
。

　

そ
れ
は
同
時
に
、
日

本
の
歴
史
教
育
と
い
う
も

の

が
、
自
ら
の
国
土
を
自

ら
の
手
で
耕
し
培
う
こ
と

で
、
自
国
日
本
の
自
主
性

を
守
り
支
え
て
き
た
人
々

の
視
点
を
持
ち
得
て
い
た

な
ら
、
日
本
の
歴
史
教
育

と
い
う
も
の
自
体
、
も
っ

と
自
主
性
と
自
負
心
を

持
っ
た
、
健
全
な
も
の
に

な
っ
て
い
た
は
ず
あ
る
と

い

う
事
を
意
味
し
は
し
な
い
で
し
ょ
う
か
．

　
生

産
と
労
働
・
祈
り
と
祭
り
の
現
場
か
ら
生
ま

れ
、
今
、
教
育
の
現
場
に
迎
え
入
れ
ら
れ
て
、
新

た
な
知
の
担
い
手
と
し
て
期
待
さ
れ
始
め
て
い
る

民

俗
芸
能
ー
、
そ
れ
ら
が
日
本
の
教
育
を
救
っ
て平成12年7月7日に第24回相模ささら踊り大会が開催された厚木市愛甲の水田風景
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れ
る
事
を
、
と
り
わ
け
戦
後
の
教
育
に
お
け
る

歴

史
的
道
徳
的
欠
落
を
埋
め
て
く
れ
る
事
を
、
そ

う
し
て
こ
れ
か
ら
も
積
み
重
ね
ら
れ
て
行
く
、
こ

れ
か

ら
の
日
本
の
歴
史
を
建
設
的
な
も
の
に
し
て

い
っ

て
く
れ
る
事
を
信
じ
、

せ
ん
。

（由
来
）

ま
た
願
っ
て
や
み
ま

　薔

牛萎

　員
込葬

獅

子

舞

保

存

会

会
長
吉
村
正
幸

　
牛
込
獅
子
舞
（
県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
）
は
、

江
戸

時
代
元
禄
年
間
、
朝
鮮
（
現
在
の
韓
国
）
よ

り
海
を
渡
り
、
新
潟
よ
り
八
王
子
を
経
て
、
悪
疫

流

行
の
お
り
当
地
へ
伝
え
ら
れ
た
と
云
わ
れ
て
い

ま
す
。

　
一
人
立
ち
三
頭
獅
子
で
、
向
か
っ
て
右
側
に
剣

角
獅
子
、
中
心
に
雌
獅
子
、
左
側
に
巻
角
獅
子
と

前
面
に
赤
毛
に
軍
配
を
持
っ
た
幣
負
い
、
こ
の
他

に
大
万
灯
一
人
、
小
万
灯
二
人
、
花
笠
に
女
装
の

サ

サ

ラ
子
が
二
人
つ
き
ま
す
。
こ
の
役
は
全
て
子

供

た
ち
で
、
裏
方
と
し
て
大
人
が
笛
吹
き
、
唄
い

手
、
ホ
ラ
貝
吹
き
と
ほ
ぼ
三
十
人
位
で
成
り
立
ち

ま
す
。

　

こ
の
獅
子
舞
は
、
牛
込
獅
子
保
存
会
の
会
員
の

手
に
よ
り
、
三
百
年
以
上
続
い
て
い
ま
す
。

（催
行
日
）

十
月
の
第
一
土
曜
日
宵
宮
牛
込
神
明
社
に
て
十
四

時
頃
奉
納
。
十
月
の
第

に
て
十
三
時
頃
奉
納
。

（会
員
数
）

　
日
曜
日
本
祭
り
驚
神
社

五
十
三
名

（問
合
わ
せ
）

〒
2
2
5
－
0
0
1
1

横
浜
市
青
葉
区
あ
ざ
み
野
1
1
2
1
－
4

吉
村
　
正
幸

電
話
　
0
4
5
－
9
0
1
1
3
3
4
8

平
成
十
三
年
十
一
月
　
あ
ざ
み
野
中
学
校
創
立

二
十
周
年
で
獅
子
舞
を
披
露
し
ま
し
た
。
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伝
三
口
板

協
会
事
業
報
告

o
平
成
十
三
年
度
理
事
会
及
び
総
会
の
開
催

平
成
十
三
年
六
月
二
十
四
日
〔
日
）
県
立
歴
史
博

物
館
に
お
い
て
、
本
年
度
理
事
会
及
び
総
会
が
開

催
さ
れ
、
十
二
年
度
事
業
報
告
・
決
算
報
告
が
承

認
さ
れ
ま
し
た
。
併
せ
て
十
三
年
度
事
業
計
画
案
、

予
算
案
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
総
会
終
了
後
、
民

俗
芸

能
記
録
ビ
デ
オ
鑑
賞
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

今
回
は
、
当
協
会
常
任
理
事
、
城
所
恵
子
氏
の
解

説
の
も
と
、
「
世
附
の
百
万
遍
念
仏
」
（
県
指
定
無

形
民
俗
文
化
財
）
を
鑑
賞
し
ま
し
た
。

o
平
成
十
三
年
度
民
俗
芸
能
見
学
会
概
要
報
告

　

平
成
十
三
年
度
の
見
学
会
は
3
回
で
し
た
。

第
1
回
見
学
会

《
第
3
回
か
な
が
わ
民
俗
芸
能
の
つ
ど
い
「
飴
屋

踊
り
特
集
」
》

日
時
　
平
成
十
三
年
十
一
月
三
日
（
土
・
祝
）

場
所
　
川
崎
市
立
日
本
民
家
圃
「
船
越
の
舞
台
」

　

民
家
園
ま
つ
り
民
俗
芸
能
舞
台
公
演
と
し
て
、

「
長

井
町
の
飴
屋
8
6
り
」
　
（
横
須
賀
市
指
定
無
形

民
俗
文
化
財
）
、
「
菊
名
の
飴
屋
踊
り
」
（
神
奈
川

県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
）
「
土
橋
の
万
作
踊
り
」

が
披
露
さ
れ
ま
し
た
。

第
2
回
見
学
会

《
民
俗
芸
能
北
か
ら
南
か
ら
　
第
五
十
一
回
全
国

民
俗
芸
能
大
会
》

日
時
　
平
成
十
三
年
十
一
月
二
十
四
日
（
土
）

場
所

日
本
青
年
館
大
ホ
ー
ル

　
恒
例
の
全
国
民
俗
芸
能
大
会
を
見
学
。
出
演
芸

能
は
、
「
寺
崎
の
法
印
神
楽
」
、
「
福
知
山
の
紫
辰

殿

田
楽
」
、
r
伊
江
島
の
村
踊
り
」
、
「
組
踊
り
『
忠

臣
蔵
』
」
。

第
3
回
見
学
会

《
相
模
人
形
芝
居
大
会
・
相
模
人
形
芝
居
教
室
》

B
時
　
平
成
十
四
年
二
月
十
七
日

場
所
　
平
塚
市
中
央
公
民
館

　

神
奈
川
県
内
の
相
模
人
形
芝
居
5
座
が
一
堂
に

会
し
て
公
演
す
る
相
模
人
形
芝
居
教
室
と
、
下
中

座
に
よ
る
人
形
芝
居
教
室
（
ワ
－
ク
シ
ョ
ッ
プ
）

「
人
形
と
楽
し
む
」
。
演
目
は
、
長
谷
座
『
傾
城

阿
波
の
鳴
門
』
、
下
中
座
『
絵
本
太
攻
記
』
尼
ヶ

崎
の

段
ー
上
ー
、
林
座
『
絵
本
太
攻
記
』
1
下
－
、

足
柄
座

『伽
羅
先
代
萩
』
政
岡
忠
義
の
段
、
前
鳥

座
『
御
所
桜
堀
川
夜
討
』
弁
慶
上
使
の
段
で
し
た
。

o
民
俗
芸
能
教
室

《相
模
人
形
芝
居
教
室
》

相
模
人
形
芝
居
大
会
の
公
演
に
先
立
っ
て
午
前
中

に

会
員
以
外
の
一
般
の
方
に
も
開
放
し
た
、
相
模

人

形
芝
居
教
室
を
神
奈
川
県
民
俗
芸
能
保
存
協
会

の

主

催
で
開
催
し
ま
し
た
。
ま
た
、
相
模
人
形
芝

居
の
解
説
、
人
形
の
操
作
体
験
な
ど
を
下
中
座
の

協
力
で
実
施
し
ま
し
た
。

o
民
俗
芸
能
関
係
情
報
の
提
供

　

団
体
会
員
及
び
市
町
村
か
ら
提
供
さ
れ
た
民
俗

芸

能
関
係
の
情
報
を
取
り
ま
と
め
、
3
ヶ
月
ご
と

に
会
員
の
方
々
に
提
供
し
ま
し
た
。

第
1
回

第
2
回

第
3
回

第
4
回

平

成
1
3
年
7
月
暫
定
号

平

成
1
3
年
8
月
～
9
月

平
成
1
3
年
1
0
月
～
1
2
月

平
成
1
4
年
1
月
～
3
月

平

成
1
4
年
4
月
～
6
月

o
共
催
・
後
援
事
業

（
6
月
発
行
）

（
7
月
発
行
）

（
9
月
発
行
）

（12

月
発
行
）

（
3
月
発
行
）

あ
つ
ぎ
ひ
が
し
座
・
第
二
十
七
回
人
形
浄
瑠
璃
公

演

（後
援
）

期
日
　
平
成
十
三
年
六
月
十
七
日
（
日
）

場
所
　
厚
木
市
文
化
会
館
小
ホ
ー
ル

　
県
立
厚
木
東
高
校
人
形
浄
瑠
璃
部
の
卒
業
生
で

組
織
す
る
人
形
浄
瑠
璃
の
団
体
、
あ
つ
ぎ
ひ
が
し

座

が
、
年
1
回
行
っ
て
い
る
自
主
公
演
で
す
。
演

目
は
、
『
傾
城
恋
飛
脚
』
新
口
村
の
段
、
景
事
『
団

子
売
』
で
し
た
。

第
二
十
五
回
相
模
さ
さ
ら
踊
り
大
会
（
共
催
）

期
日
　
平
成
十
三
年
七
月
二
十
四
日
（
火
）

場
所
　
藤
沢
市
立
秋
葉
台
文
化
体
育
館

民
家
園
ま
つ
り
（
民
俗
芸
能
公
演
）
「
飴
屋
踊
り

特
集
」
（
共
催
・
か
な
が
わ
民
俗
芸
能
の
つ
ど
い
）

期
日
　
平
成
十
三
年
十
一
月
三
日
（
土
・
祝
）

場
所

　
川
崎
市
立
日
本
民
家
園
　
船
越
の
舞
台

　

文
化
の
日
恒
例
の
民
俗
芸
能
公
演
で
、
土
橋
万

作
踊

り
（
川
崎
市
宮
前
区
土
橋
）
、
長
井
町
の
飴

屋
踊
り
（
横
須
賀
市
長
井
）
、
菊
名
の
飴
屋
踊
り
へ
三

浦
市
南
下
浦
町
菊
名
）
が
民
家
園
ま
つ
り
の
民
俗

芸
能
舞
台
公
演
で
勢
揃
い
し
ま
し
た
。

2
0
0
1
年
「
希
望
の
年
」
記
念
事
業
『
み
ん
ぞ

v
芸
能
祭
h
か
な
が
わ
』
西
さ
が
み
大
会
（
共
催
）

期
日
　
平
成
十
三
年
十
二
月
二
日
（
日
）

場
所
　
南
足
柄
市
文
化
会
館
大
ホ
ー
ル

期
日
　
平
成
十
三
年
十
二
月
九
日
（
日
）

場
所
　
小
田
原
市
中
央
公
民
館
ホ
ー
ル

　

2
0
0
1
年
「
希
望
の
年
」
記
念
事
業
は
、
神

奈
川
の
歴
史
と
風
±
に
育
ま
れ
、
地
域
で
大
切
に

受

け
継
が
れ
て
い
る
「
民
俗
芸
能
」
等
を
広
く
紹

介
し
、
親
し
み
を
持
っ
て
い
た
だ
く
と
共
に
、
担

い
手
の

方
々
の
継
承
活
動
の
励
み
に
し
て
い
た
だ

こ
う
と
い
う
も
の
で
す
。
西
さ
が
み
大
会
は
、
足

柄
下
上
両
郡
2
市
8
町
の
西
さ
が
み
地
域
の
様
々

な
民
俗
芸
能
団
体
が
出
演
し
ま
し
た
。

第
二
十
九
回
相
模
人
形
芝
居
大
会
（
共
催
）

期
日
　
平
成
十
四
年
二
月
十
七
日
へ
日
）

場
所
　
平
塚
市
中
央
公
民
館
大
ホ
ー
ル

相
模
粋
鼓
會
と
お
噺
子
の
集
い
（
後
援
）

期
日
　
平
成
十
四
年
三
月
十
七
日

場

所
　
相
模
原
市
あ
じ
さ
い
会
館
ホ
ー
ル
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o
芸
術
文
化
・
伝
統
文
化
に
よ
る
地
域
活
性
化
の

た
め
の
事
業

記
録
映
像
作
品
制
作
（
9
作
品
）

『相
模
人
形
芝
居
（
林
座
、
長
谷
座
、
下
中
座
、

前
鳥
座
、
足
柄
座
）
』

『大
山
阿
夫
利
神
社
の
倭
舞
・
巫
女
舞
及
び
引
目
神

事
ほ
か
儀
礼
習
俗
』

『チ

ャ
ッ
キ
ラ
コ
』

『三
増
の
獅
子
舞
』

『神
奈
川
の
民
謡
（
川
崎
稲
毛
地
区
の
座
敷
唄
、

鎌

倉
木
遣
り
、
鎌
倉
大
船
の
焼
米
掲
き
唄
、
小

田
原
栢
山
の
田
植
え
唄
及
び
箱
根
馬
子
唄
・
長
持

唄

ご
『神
奈
川
の
鹿
島
踊
り
（
寺
山
神
社
の
鹿
島
踊
り
、

吉
浜
の
鹿
島
踊
り
、
貴
船
神
社
の
船
祭
り
の
中
の

鹿
島
踊
り
こ

『箱
根
の
湯
立
獅
子
舞
（
仙
石
原
、
宮
城
野
ご

『神
奈
川
の
神
楽
』

　
　
①
湯
花
神
楽
（
鶴
岡
八
幡
宮
、
瀬
戸
神
社
、

　
　
　
　
　
　
　
　
自
旗
、
神
社
）

　
　
②
鶴
岡
八
幡
宮
の
人
長
の
舞
、
八
乙
女
の
舞

　
　
③
禰
宜
舞
（
白
幡
八
幡
大
神
）

　
　
④
相
模
里
神
楽
（
垣
澤
社
中
）

『菊
名
の
飴
屋
踊
り
』

神
奈
川
県
民
謡
緊
急
テ
ー
プ
の
補
修
及
び
デ
ジ
タ

ル
保
存
）

神
奈
川
県
指
定
及
び
選
択
無
形
民
俗
文
化
財
1
6
㎜

フ
ィ
ル
ム
記
録
映
像
作
品
2
3
巻
の
デ
ジ
タ
ル
化

会

員
活
動
紹
介

o
足
柄
さ
さ
ら
踊
保
存
会

　
足

柄
さ
さ
ら
踊
保
存
会
は
、
昭
和
二
十
九
年

婦
人
会
の
人
達
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
現
在
会
員

三

十
八
名
毎
日
平
均
一
回
練
習
を
行
っ
て
い
ま
す
。

夕
日
の
滝
開
き
、
相
模
さ
さ
ら
踊
大
会
、
足
柄
峠

の
笛
ま
つ
り
、
自
治
会
の
夏
祭
り
、
市
民
文
化
祭

に
出
演
、
会
員
一
同
継
承
と
保
存
に
努
め
て
い
ま

す
。
な
お
、
踊
り
に
は
七
通
り
あ
り
、
日
の
丸
の

扇
二
本
持
っ
て
踊
る
広
町
の
扇
お
ど
り
、
扇
を
手

紙

に
替
え
て
踊
る
関
本
の
手
拭
お
ど
り
、
雨
坪
の

扇
お
ど
り
、
関
本
の
甚
句
、
太
鼓
を
打
ち
な
が
ら

踊

る
中
沼
の
太
鼓
お
ど
り
、
飯
沢
の
扇
お
ど
り
’

輪
に

な
っ
て
太
鼓
や
サ
サ
ラ
を
持
っ
て
踊
る
福
泉

の

丸
々
お
ど
り
が
あ
り
ま
す
。

【出
演
予
定
】

夕
日
の
滝
開
き
　
平
成
十
四
年
七
月
七
日
（
第
一

日
曜
日
）
大
雄
山
駅
か
ら
地
蔵
堂
行
バ
ス

相
模
さ
さ
ら
踊
大
会
　
平
成
十
四
年
七
月
二
十
六

日足
柄
峠
笛
ま
つ
り
　
平
成
十
四
年
九
月
八
日
（
第

二

日
曜
日
）
大
雄
山
駅
か
ら
万
葉
公
園
行

市
民
文
化
祭
　
平
成
十
四
年
十
一
月
二
・
三
日

南
足
柄
文
化
会
館

o
お
峯
入
り
保
存
会

【予
告
】

日
時
・
場
所
　
平
成
十
四
年
十
月
十
三
日
（
日
）

九

時
～
山
北
駅
近
隣
広
場
、
十
三
時
半
～
山
北
町

神
明
社
境
内
（
雨
天
の
際
は
、
町
の
中
央
公
民
館

で

九
時
、
十
1
時
、
十
三
時
半
と
3
回
の
公
演
を

予
定
し
て
い
ま
す
。
）

　
国
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
で
あ
る
「
山
北

の

お
峯
入
り
」
を
、
6
年
振
り
に
公
演
し
ま
す
。

　

お
峯
入
り
は
、
八
十
人
の
男
子
が
役
柄
に
応
じ

て

扮
装

し
、
用
具
を
持
っ
て
8
演
目
、
十
1
種
類

の
歌
舞

を
そ
れ
ぞ
れ
披
露
し
て
い
き
ま
す
。
所
要

時
間
は
約
1
時
間
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
古
代
歌
垣
の
遺
風
を
今
に
伝
え
る
も
の
、
又
、

原
始
宗
教
や
山
岳
宗
教
の
呪
法
が
芸
能
化
す
る
課

司

程
を
示
す
と
思
わ
れ
る
も
の
、
或
い
は
古
代
祭
礼

儀

礼
の
芸
能
を
示
す
も
の
等
々
と
、
見
ど
こ
ろ
の

多
い
お
峯
入
り
を
ご
観
覧
い
た
だ
け
ま
す
と
、
大

変
光
栄
に
存
じ
ま
す
。
な
お
、
前
回
の
参
加
者
は
、

約
7
千
人
で
し
た
。

o
川
崎
沖
縄
芸
能
研
究
会

【活
動
報
告
】

平
成
十
三
年
十
月
十
四
日
（
日
）
川
崎
市
立
教
育

文
化
会
館
に
お
い
て
、
第
六
十
四
回
沖
縄
芸
能
大

会
を
開
催
し
、
千
人
以
上
の
観
客
を
動
員
で
き
盛

会
に
終
了
。

o
曽
我
別
所
寿
獅
子
舞
保
存
会

【活
動
報
告
】

平
成
十
三
年
四
月
二
日
下
曽
我
商
工
会
創
立
五
十

周
年
祝
賀
会
、
五
月
十
九
日
寿
獅
子
舞
保
存
会

総
会
、
九
月
三
十
日
宗
我
神
社
大
祭
、
十
一
月
一

日
老
人
ホ
ー
ム
永
耕
祭
、
十
1
月
七
日
小
田
原
市

農
業
ま
つ
り
、
県
立
小
田
原
高
等
学
校
創
立
百
周

年
、
十
二
月
九
日
み
ん
ぞ
く
芸
能
祭
日
か
な
が

わ
西
さ
が
み
大
会
、
十
二
月
二
十
九
日
～
三
十
日

鈴
廣
か
ま
ぼ
こ
歳
末
大
売
出
し
、
平
成
十
四
年
一

月
二
日
湘
南
住
宅
公
団
新
年
会
、
一
月
二
十
七
日

老
人
ホ
ー
ム
（
グ
リ
ー
ン
ハ
ウ
ス
）
新
年
会
。

以
上
に
出
演
。
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○
祭
難
子
保
存
会
若
音
会

　

こ
の
祭
噺
子
は
、
明
治
の
中
期
に
綾
瀬
市
早
川

と
い
う
地
域
の
人
達
か
ら
伝
承
さ
れ
た
新
離
子
と

い

い

ま
す
。
曲
目
は
、
r
屋
台
ば
や
し
」
「
鎌
倉
ば

や
」
「
四
丁
目
」
「
岡
崎
ば
や
し
」
「
神
田
ば
や
し
」

等
に
主
に
出
演
し
て
い
ま
す
．
私
達
保
存
会
は
、

伝
統
芸
能
を
保
存
す
る
た
め
に
後
継
者
育
成
・
芸

技
術
の
高
揚
を
計
り
保
存
に
励
み
た
い
と
思
い
ま

す
。

同
盆
踊
り
大
会
、
九
月
栗
原
神
社
祭
曲
、
十
一
月

市
民
ふ

る
里
祭
り
に
そ
れ
ぞ
れ
出
演
。
十
一
月
市

内
小
学
校
5
年
生
祭
離
子
指
導
、
五
月
～
九
月
毎

月
1
回
地
域
の
子
供
に
祭
離
子
の
指
導
。

【予
告
】

平
成
十
四
年
四
月
下
旬
緑
化
ま
つ
り
、
五
月

上

旬
大
凧
ま
つ
り
、
五
月
四
・
五
日
大
凧
ま
つ

り
’
p
’
　
月
十
三
日
　
（
土
）
龍
蔵
神
社
祭
り
、
八
月

中
旬
地
域
盆
踊
り
大
会
、
九
月
上
旬
栗
原
神
社
祭

り
、
十
一
月
上
旬
市
民
ふ
る
里
ま
つ
り

た
し
ま
す
。

原
稿
を
募
集
し
て
い
ま
す

　
事
務

局
で
は
会
員
の
方
々
か
ら
の
投
稿
を
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。
日
頃
の
活
動
状
況
、
写
真
等
、

お

気
軽
に
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

ご

意
見
・
ご
感
想
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い

お

知

ら
せ

　
事
務
局
で
は
、
読
者
の
方
か
ら
の
ご
意
見
ご
感

想
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
機
関
誌
に
限
ら
ず
、

協
会
や
事
業
の
こ
と
に
つ
い
て
も
お
気
軽
に
お
寄

せ
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

【活
動
報
告
】
平
成
十
三
年
一
月
新
春
祭
噺
子
叩

初
大
会
、
五
月
座
間
市
大
凧
ま
つ
り
、
七
月
龍
蔵

神
社
祭
、
八
月
地
域
盆
踊
り
大
会
、
八
月
B
米
合

新
規
会
員
募
集

　

民
俗
芸
能
を
実
際
に
行
っ
て
い
る
方
、
ま
た
民

俗
芸

能
に
興
味
を
お
持
ち
の
方
等
、
協
会
で
は
多

v
の
方
々
の
入
会
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
協
会

で

は
事
業
と
し
て
、
各
種
芸
能
見
学
会
、
会
報
の

発
行
等
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

入
会
ご
希
望
の
方
は
、
事
務
局
に
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。
ご
案
内
の
書
類
等
を
送
付
し
ま
す
。
な
お
、

会
費
は
個
人
会
員
は
年
額
一
口
千
五
百
円
、
団
体

会
員
は
一
口
三
千
円
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

会
費
の
納
入
に
つ
い
て

　
当
協
会
事
業
の
円
滑
な
運
営
の
た
め
に
は
、
会

員
の
皆
様
の
会
費
納
入
の
ご
協
力
が
ぜ
ひ
と
も
必

要
で

す
。
現
在
平
成
十
四
年
度
分
の
受
付
を
し
て

お
り
ま
す
が
、
平
成
十
三
年
度
以
前
の
分
が
未
納

の
方
は

至
急
納
入

く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い

編
集
後
記

　

平
成
十
三
年
度
の
機
関
誌
を
お
届
け
し
ま
す
。

　

昨
年
度
は
例
年
の
諸
事
業
に
加
え
、
記
録
作
成

事
業
や

「
み
ん

ぞ

く
芸
能
祭
m
か
な
が
わ
」
関
連

事
業
等
で
会
員
の
皆
様
に
は
大
変
お
世
話
に
な
り

ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

日
頃
皆
様
か
ら
い
た
だ
く
活
動
報
告
や
情
報
提

供
の
原
稿
等
か

ら
は
、
新
世
紀
を
迎
え
今
な
お
力

強
く
発
展
を
続
け
ん
と
す
る
団
体
の
方
々
の
エ
ネ

ル

ギ

ー
と
、
そ
れ
を
真
撃
に
受
け
止
め
よ
う
と
す

る
会
員
の
方
々
の
熱
い
思
い
を
感
じ
ま
す
。
団
体

の

中
に
は
比
較
的
順
調
な
活
動
を
続
け
て
い
る
と

こ

ろ
ば
か
り
で
は
な
く
、
む
し
ろ
決
し
て
恵
ま
れ

て

い

る
と
は
言
い
難
い
環
境
の
中
に
も
先
人
の
残

し
た
魂
を
受
け
継
が
ん
と
し
て
い
る
方
々
も
多
い

と
き
い
て
お
り
ま
す
。

　

し
か
し
民
俗
芸
能
が
そ
の
土
地
に
生
き
た
人
々

の
生
の
証
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
中
に
は

次
代
へ
r
芸
能
に
よ
っ
て
伝
え
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
」

が
生
き
て
い
る
。
今
日
の
伝
承
者
の
方
々
も
そ
れ

ぞ
れ

が
単

に
技
術
を
護
る
だ
け
で
な
い
、
い
わ
ば

「時

代
を
創
る
」
存
在
な
の
だ
な
と
い
う
こ
と
を

あ
ら
た
め
て
気
づ
き
、
ま
た
民
俗
芸
能
に
携
わ
る

方
々
が
そ
の
こ
と
に
対
し
実
に
前
向
き
に
取
り
組

ま
れ
て
い
る
こ
と
に
感
動
し
き
り
の
昨
今
で
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
そ
ん
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
少
し
ず
つ

で

も
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
た
ら
…
と
考
え
て
お

り
ま
す
。

　
今
後
と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
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