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MATSURIsta! 

01 
2012 夏号 

 

04    神楽絵 栗田知佳 

10    祭人、語る 公益社団法人全日本郷土芸能協会小岩秀太郎氏 

      ロングインタビュー 「鹿踊の担い手から、東北の芸能の復興支援へ」 

 

28    楽器に注目！民俗芸能 第一回 鋲留め太鼓 編  新美優 

 

36    熊野地方と祭り （１） 山の盆踊り 編  大竹雅子 

 

42    わたしの地狂言雑記 舘野太朗 

 

46    民俗芸能なう！ ep.01 「民俗芸能ＳＴＲＥＡＭ始まる！」  西嶋一泰 

 

 

【MATURIsta】 〔祭り ＋ ista(伊 ～な人)〕 

祭り好きで好きでしょうがない祭りに関わる人びと。 

祭りを担う人、支える人、観る人。そのすべてがマツリスタ。 
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栗田 知佳  
くりた ちか  

Chika Kurita  

 

 

東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻４学年在籍  

自身の視点で撮影した写真から絵を描く  

現在里神楽の演目を題材に『神楽絵本』を制作中  

 

【 制作の相棒 】  

デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X2  

鉛筆、ペン型消しゴム、透明水彩、アクリル絵具  

 

 

【 略歴 】 

1990 年 静岡県生まれ 

2006 年 常葉学園菊川高等学校美術デザイン科入学 

2009 年 東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻入学 

      野菜をモチーフとするだまし絵を制作 

2011 年 江戸の里神楽に出会う 

     『天菩比神』制作 

      江戸の里神楽にはまる 

2012 年 神楽絵本『天孫降臨』制作 

      里神楽にのめり込む 

現在同大学４学年在籍 

 

【 作家ホームページ 】 

「神楽絵師 栗田知佳」 

http://kazaori.ebo-shi.com （風折烏帽子.com） 

こちらで作品をご覧頂けます。 

私
が
神
楽
に
出
会
っ
た
の
は
、
去
年
の
６
月
の
こ
と
で
す
。 

 

大
学
に
入
っ
て
２
年
半
、
制
作
に
行
き
詰
ま
り
を
感
じ
、
自
分
の

興
味
と
画
風
に
ぴ
っ
た
り
な
題
材
は
な
い
か
と
模
索
し
て
い
た
頃
。 

伝
統
的
な
も
の
や
日
本
的
な
も
の
が
好
き
で
、
民
族
衣
装
に
つ
い

て
調
べ
た
り
昔
話
を
読
ん
だ
り
、
お
祭
り
に
行
っ
て
写
真
を
撮
る
事

が
私
の
楽
し
み
で
し
た
。 

あ
る
日
東
京
の
神
社
の
お
祭
り
で
「
江
戸
の
里
神
楽
」
と
い
う
も

の
が
観
ら
れ
る
と
知
り
、
行
っ
て
観
た
と
こ
ろ
、
一
目
で
そ
の
魅
力

に
引
き
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。 

 

装
束
と
そ
れ
に
用
い
ら
れ
る
文
様
、
面(

お
も
て)

、
神
社
の
建
築

や
凛
と
し
た
空
気
、
お
祭
り
の
活
気
。 

神
社
で
行
わ
れ
る
儀
式
で
あ
り
、
伝
統
的
な
芸
能
で
あ
り
、
し
か

し
そ
の
中
に
観
客
を
楽
し
ま
せ
る
よ
う
な
笑
え
る
場
面
も
あ
る
し
、 

た
だ
の
舞
で
は
な
く
日
本
神
話
を
元
に
し
た
劇
で
あ
る
と
い
う

点
に
も
大
き
な
魅
力
を
感
じ
ま
し
た
。 

江
戸
の
里
神
楽
に
は
、
私
の
好
き
な
も
の
が
全
て
詰
ま
っ
て
い
る

の
で
す
。 

 

現
在
は
、
他
の
地
方
の
神
楽
や
ま
つ
り
、
神
社
、
古
事
記
等
に
も

興
味
を
持
ち
、『
神
楽
絵
師
』
と
し
て
制
作
を
し
て
い
ま
す
。 
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「猿田彦之命」 
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マ
ツ
リ
ス
タ 

祭
り
人
、
語
る 

小
岩
秀
太
郎
氏 

公
益
社
団
法
人 

全
日
本
郷
土
芸
能
協
会 

職
員 

行
山
流
舞
川
鹿
子
躍
踊
り
手 

聞
き
手 

西
嶋
一
泰（
マ
ツ
リ
ス
タ
編
集
部
） 

               

祭
り
が
好
き
で
好
き
で
し
ょ
う
が
な

い
、
芸
能
に
骨
の
髄
ま
で
ど
っ
ぷ
り
ハ
マ

リ
込
ん
で
し
ま
っ
た
、
現
代
の
祭
り
好

き
た
ち
。
本
誌
で
は
そ
の
人
び
と
を
、

「
祭
り
人
（
マ
ツ
リ
ス
タ
）
」
と
名
づ
け
、

毎
号
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
通
し
、
そ
の
生

態
に
迫
っ
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。 

 

※
鹿
踊
【し
し
お
ど
り
】 

獅
子
踊
、
鹿
子
躍
と
も
。
岩
手
な

ど
東
北
に
伝
わ
る
芸
能
。
「シ
シ
」
は
動

物
一
般
を
指
し
、
地
域
に
よ
り
鹿
、

猪
、
獅
子
な
ど
様
々
な
も
の
が
み
ら
れ

る
。
小
岩
さ
ん
の
地
元
、
舞
川
で
は

「
鹿
子
躍
」
と
表
記
さ
れ
、
以
下
、
本

稿
で
も
そ
れ
に
従
う
。 

西
嶋 

今
回
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
、
芸

能
に
ど
う
ハ
マ
っ
て
い
っ
た
か
と
か
、
ど

う
い
う
思
い
を
持
っ
て
る
か
み
た
い
な

小
岩
さ
ん
個
人
の
体
験
を
中
心
に
伺

っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
応
読

者
の
対
象
と
し
て
は
、
芸
能
に
興
味
が

あ
る
ん
だ
け
ど
ど
ん
な
芸
能
が
あ
っ
て

ど
う
い
う
き
っ
か
け
で
触
れ
て
、
ど
う

楽
し
ん
で
る
の
か
わ
か
ん
な
い
っ
て
言

う
人
た
ち
に
向
け
て
、｢

こ
ん
な
人
が
い

ま
す｣｢

こ
ん
な
変
わ
っ
た
人
が
い
ま
す

(

笑)｣

み
た
い
な
話
を 

小
岩 

掘
り
下
げ
ら
れ
る
と(

笑) 

西
嶋 

そ
う
で
す(

笑) 

よ
ろ
し
く
お

ね
が
い
し
ま
す
。
ま
ず
最
初
な
ん
で
す

け
ど
、
そ
も
そ
も
小
岩
さ
ん
が
芸
能
に

触
れ
た
き
っ
か
け
、
原
体
験
を
、
ご
出

身
な
ど
も
含
め
た
所
か
ら
、
お
願
い
し

ま
す
。 

  

身
近
で
は
な
か
っ
た
鹿
子
躍 

 

小
岩 

俺
は
岩
手
県
の
一
関
市
出
身

な
の
で
、
一
番
最
初
は
、
一
関
市
の
舞

川
、
そ
の
中
で
も
相
川
と
い
う
地
区
が

あ
っ
て
、
そ
こ
に
も
と
も
と
あ
る
鹿
子

躍
と
い
う
芸
能
。
昔
は
ず
っ
と
庭
元
制

だ
と
か
、
長
男
さ
ん
し
か
出
来
な
い
と

か
、
そ
う
い
う
決
ま
り
ご
と
が
あ
っ
た

ん
だ
け
ど
ね
。
や
っ
ぱ
り
過
疎
地
だ

し
、
集
落
的
に
も
段
々
人
が
少
な
く

鹿踊の担い手から 

東北の芸能の復興支援へ 

ぎ
ょ
う
ざ
ん
り
ゅ
う
ま
い
か
わ
し
し
お
ど
り 
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な
っ
て
い
る
か
ら
、
鹿
子
躍
自
体
は
昭

和
、
戦
中
に
１
回
切
れ
ち
ゃ
っ
た
ん

だ
。
戦
後
に
も
う
１
度
や
り
ま
し
ょ
う

と
い
う
人
た
ち
が
何
人
か
出
て
き
て
、

保
存
会
を
作
っ
た
わ
け
、
昭
和
32
年

に
。
そ
れ
か
ら
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
皆
や
っ
て

い
た
ん
だ
け
ど
、
大
人
し
か
出
来
な
い

し
、
子
ど
も
た
ち
な
ん
か
も
な
か
な
か

観
る
機
会
も
な
い
し
、
芸
能
と
し
て
し

ょ
っ
ち
ゅ
う
見
ら
れ
る
物
で
も
な
か
っ

た
わ
け
。
神
社
の
お
祭
と
か
に
も
た
ま

に
し
か
出
な
い
く
ら
い
の
感
じ
で
、
儀

礼
的
に
ち
ょ
っ
と
弱
い
保
存
会
だ
っ

た
。 

  

中
学
生
の
先
輩
の
故
郷
研
究
か
ら 

鹿
子
躍
が
学
校
で
始
ま
る 

 

だ
け
ど
、
僕
が
小
学
生
の
頃
、
そ
の

と
き
の
中
学
校
で
、｢

ふ
る
さ
と
を
研

究
し
て
み
よ
う｣

と
い
う
、
夏
休
み
の
自

由
研
究
が
あ
っ
た
。
そ
の
時
に
、
鹿
子

躍
っ
て
い
う
の
を
、
自
分
の
ふ
る
さ
と
の

も
の
だ
か
ら
調
べ
た
い
っ
て
言
っ
た
変
わ

っ
た
中
学
生
が
い
た
わ
け
さ
。 

そ
の
頃
、
子
ど
も
は
み
ん
な
鹿
子
躍

な
ん
か
興
味
な
か
っ
た
。
江
刺
と
か
、

北
上
の
ほ
う
に
比
べ
る
と
全
然
芸
能
な

ん
か
一
関
っ
て
弱
い
と
こ
ろ
な
ん
だ
よ

ね
。
だ
か
ら
興
味
な
か
っ
た
ん
だ
け
れ

ど
も
、
な
ぜ
か
そ
こ
で
ち
ょ
っ
と
調
べ
た

い
っ
て
い
う
人
た
ち
が
出
て
き
た
ら
、

保
存
会
の
人
た
ち
は
嬉
し
か
っ
た
ん
だ

ろ
う
ね
。
ち
ょ
っ
と
相
談
に
乗
り
ま
し

ょ
う
っ
て
い
う
話
に
な
っ
て
、
相
談
に
乗

っ
た
ら
結
構
先
生
た
ち
も
乗
っ
た
り
し

て
き
て
、
面
白
い
こ
と
に
な
り
そ
う
だ

か
ら
、
ち
ょ
っ
と
練
習
と
か
も
し
て
み

る
？ 

み
た
い
な
感
じ
に
な
っ
た
ん
だ
っ

て
。 そ

の
時
俺
は
小
学
校
４
年
生
だ
っ
た

け
ど
、
そ
の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
知
ら
な

か
っ
た
。
鹿
子
躍
も
そ
ん
な
に
知
ら
な

か
っ
た
。
い
と
こ
と
か
親
戚
の
家
に
写

真
と
か
が
あ
っ
た
の
は
み
て
た
ん
だ
け

ど
、
全
然
興
味
も
な
か
っ
た
。 

 

い
き
な
り
や
ら
さ
れ
た
鹿
子
躍 

 

そ
う
い
う
の
も
あ
っ
て
、
だ
ん
だ
ん

舞
川
の
鹿
子
躍
っ
て
い
う
の
が
知
ら
れ

始
め
て
、
地
区
の
人
た
ち
に
も
ち
ょ
っ

と
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
っ
て
い
う

の
で
、
昭
和
63
年
の
８
月
、
小
学
校
の

５
年
生
の
頃
、
小
学
校
で
も
ち
ょ
っ
と

教
え
た
い
み
た
い
な
話
に
な
っ
た
の
。
先

生
た
ち
も
嬉
し
く
な
っ
て
ね
、
乗
り
気

に
な
っ
て
。
そ
の
頃
ま
だ
師
匠
た
ち
、

80
歳
の
師
匠
も
い
た
ん
だ
け
ど
、

戦
前
か
ら
ず
っ
と
や
っ
て
た
人
た

ち
。
そ
の
人
た
ち
が
教
え
に
来
て
、

鹿
子
躍
を
小
学
校
の
４
、
５
、
６
年

生
に
無
理
矢
理
や
ら
さ
れ
た
、
最

初
の
頃
は
。 

西
嶋 

そ
れ
は
ク
ラ
ブ
で
？ 

小
岩 

い
や
、
５
、
６
年
生
の
全
児

童
が
地
域
体
験
で
、
ク
ラ
ブ
っ
て
言

う
よ
り
授
業
の
一
環
で
放
課
後
に

練
習
し
た
り
で
、
や
り
始
め
た
。
ま

あ
そ
の
頃
は
子
供
だ
か
ら
、
何
で
そ

う
い
う
風
に
な
っ
た
か
は
よ
く
わ
か

ん
な
か
っ
た
け
ど
、
い
き
な
り
お
じ

さ
ん
…
…
お
じ
い
さ
ん
た
ち
が
や
っ

て
き
て(

笑)

。 

 

 
一関市 ：岩手県南部、北上平野の南端。

空飛ぶダンゴで有名な景勝地、厳美渓や、

鎌倉時代の絵図そのままの区割りが残る骨

寺荘園遺跡がある。鹿子躍のほかに、南部

神楽なども盛んな地域。種類豊富な餅料

理はぜひご賞味あれ（編集部） 
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地
元
の
人
び
と
手
作
り
の
子
ど
も
鹿 

 

そ
の
時
は
ね
、
装
束
も
何
も
な
い
わ

け
。
当
然
。
子
ど
も
は
鹿
子
躍
な
ん
て

初
め
て
や
る
訳
だ
し
、
し
か
も
他
の
地

域
の
、
岩
手
県
の
ど
っ
か
の
芸
能
団
体

さ
ん
が
そ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
た
っ
て
い

う
の
も
知
ら
な
い
で
始
め
て
る
の
、
う

ち
の
小
学
校
は
。
相
川
小
学
校
っ
て
い

う
ん
だ
け
ど
〔
編
集
部
注 

今
は
廃

校
、
合
併
し
て
舞
川
小
学
校
〕
。
み
ん

な
手
探
り
で
始
め
た
ん
だ
け
ど
、
学
校

の
先
生
た
ち
が
す
ご
い
協
力
し
て
く
れ

 

た
り
と
か
し
て
、
地
域
の
人
た
ち
も
、

建
具
屋
さ
ん
だ
と
か
大
工
さ
ん
だ
と

か
、
そ
う
い
う
人
た
ち
が
協
力
し
て
く

れ
て
、
一
か
ら
鹿
頭
と
太
鼓
と
、
さ
さ

ら
っ
て
い
う
背
中
に
背
負
う
や
つ
、
あ

れ
を
子
供
用
に
作
っ
て
く
れ
た
わ
け
。

な
ん
だ
け
れ
ど
も
、
お
金
が
ま
ず
な
い

か
ら
、
本
当
に
。 

す
ご
い
ん
だ
。
ま
ず
ベ
ニ
ヤ
板
の
鹿

頭
。
本
当
は
彫
り
物
じ
ゃ
な
い
？ 

鹿

頭
っ
て
。
ベ
ニ
ヤ
で
、
板
切
っ
た
や
つ
を

張
り
合
わ
せ
て
、
す
ご
い
軽
く
て
、
角

は
ダ
ン
ボ
ー
ル
で
作
っ
て
、
顔
な
ん
か
、

幕
踊
り
系
の
鹿
頭
み
た
い
な
感
じ
で

〔
編
集
部
注 

い
わ
ゆ
る
「
し
し
お
ど

り
」
に
は
、
お
腹
に
太
鼓
を
つ
け
叩
き

な
が
ら
踊
る
太
鼓
踊
り
系 

（
小
岩
さ

ん
の
舞
川
鹿
子
躍
は
こ
ち
ら
）
と
、
太

鼓
は
つ
け
ず
、
幕
を
持
っ
て
踊
る
幕
踊

り
系
が
あ
る
。
幕
踊
り
系
の
角
は
動
物

の
鹿
の
角
で
は
な
く
、
作
り
物
を
用
い

る
〕。 そ

れ
に
、
袴
の
部
分
を
ふ
つ
う
の
風

呂
敷
、
薄
い
や
つ
あ
る
じ
ゃ
な
い
？ 

あ
れ
で
作
っ
た
ん
だ
よ
ね(

笑)

。 

ザ
イ
っ
て
い
う
髪
の
毛
が
あ
る
じ
ゃ

な
い
？ 

ザ
イ
は
…
…
思
い
出
し
た
ら

面
白
く
な
っ
て
き
た(

笑) 

ザ
イ
は
ね
、

ポ
ン
ポ
ン
。
ス
ズ
ラ
ン
テ
ー
プ
み
た
い
な

や
つ
。
あ
れ
を
紫
色
に
ス
プ
レ
ー
し
た

の
を
く
っ
つ
け
て
や
っ
た
。 

で
、
太
鼓
は
ド
ラ
ム
缶
と
い
う
か
、

屋
根
に
使
う
ト
タ
ン
を
曲
げ
て
ま
ず

枠
を
作
る
の
。
そ
こ
に
革
が
な
い
の
で
、

金
が
な
い
か
ら
。
だ
か
ら
農
家
の
持
っ

て
い
る
農
業
用
の
肥
料
袋
を
張
っ
た
。

バ
チ
は
そ
の
辺
に
生
え
て
る
か
ら
、
本

当
に
鹿
子
躍
の
使
う
バ
チ
は
、
カ
ナ
マ

ガ
リ
〔編
集
部
注 

ク
マ
ツ
ヅ
ラ
科
の
ム

ラ
サ
キ
シ
キ
ブ
〕っ
て
い
う
ん
だ
け
ど 

西
嶋 

そ
れ
は
何
で
す
か
？ 

小
岩 

細
い
木
で
軽
く
て
、
中
に
ち
ょ
っ

と
ふ
わ
ふ
わ
な
ス
ポ
ン
ジ
状
の
も
の
が

通
っ
て
い
る
木
な
ん
だ
け
ど
。
そ
れ
は

簡
単
に
、
そ
の
辺
か
ら
持
っ
て
き
て
。 

西
嶋 

そ
の
全
体
的
な
設
計
は
誰
が

作
っ
た
ん
で
す
か
？ 

小
岩 

そ
の
頃
の
保
存
会
長
、
今
の
保

存
会
長
の
お
父
さ
ん
。
千
治
さ
ん
て
い

う
ね
、
偉
い
先
生
が
い
た
ん
だ
け
ど
、

そ
の
先
生
た
ち
が
、
廉
価
な
グ
ッ
ズ
で

間
に
合
わ
せ
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
鹿
子

躍
の
装
束
に
合
わ
せ
た
形
で
、
作
っ
た

わ
け
。
そ
の
ま
ん
ま
。
大
人
一
人
だ

け
、
中
立
ち
っ
て
い
う
リ
ー
ダ
ー
だ
け

は
、
普
通
の
鹿
子
躍
の
格
好
を
お
じ
い

さ
ん
が
や
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
小
学
生
た

ち
の
５
、
６
年
生
が
バ
ー
っ
と
並
ぶ
と
い

う
。
あ
ん
時
ね
、
俺
ら
の
同
級
生
が

27
人
だ
っ
た
け
ど
、
そ
の
上
も
25
、
６

人
だ
と
思
う
。
だ
か
ら
全
部
で
70
人

く
ら
い
が
や
っ
て
た
ん
だ
、
鹿
子
躍
。 

西
嶋 

装
束
は
、
全
員
分
作
っ
た
ん
で

す
か
？ 

小
岩 

全
員
分
作
っ
た
。 

西
嶋 

へ
え
ー
！ 

そ
れ
は
作
る
人
も

地
域
の
人
だ
っ
た
ん
で
す
か
？ 

小
岩 

地
域
の
人
。
も
う
同
級
生
の
お

父
さ
ん
が
大
工
さ
ん
み
た
い
な
こ
と
も

あ
っ
た
し
、
そ
う
い
う
の
で
一
気
に
全

部
作
っ
ち
ゃ
た
。
多
分
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で

し
ょ
う
ね
。 

ベ
ニ
ヤ
と
か
も
そ
の
辺
に
あ
ま
っ
て

る
の
使
え
ば
い
い
か
ら
。
あ
と
色
塗
り

と
か
も
や
っ
た
ん
だ
ろ
う
ね
。
聞
い
と
い

ベニヤ板を組んで鹿頭をつくった 

舞川の人々手作りの子ども鹿 
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た
ら
面
白
か
っ
た
だ
ろ
う
な
あ
。 

西
嶋 

そ
れ
は
…
…
す
ご
い
で
す
ね
。 

小
岩 

小
学
校
の
運
動
会
と
か
で
、
や

り
ま
し
ょ
う
と
い
う
風
に
な
っ
て
、
練

習
を
い
き
な
り
さ
せ
ら
れ
て
…
… 

西
嶋 

い
き
な
り
さ
せ
ら
れ
た
と
き
は

ど
う
だ
っ
た
か
覚
え
て
ま
す
？ 

 

ご
飯
と
本
が
大
好
き
な
肥
満
児
が 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

鹿
子
躍
に
出
会
っ
た 

 

小
岩 

い
き
な
り
さ
せ
ら
れ
た
と
き

は
、
俺
は
そ
の
時
５
年
生
で
、
そ
の
頃

す
ご
い
肥
満
体
だ
っ
た
の
ね
。
す
ご
か
っ

た
。
も
う
運
動
大
嫌
い
だ
し
、
飯
食
う

の
大
好
き
だ
し
、
と
に
か
く
ご
飯
さ
え

あ
れ
ば
、
ご
飯
と
本
さ
え
あ
れ
ば
い
い

人
だ
っ
た
か
ら
、
も
う
運
動
な
ん
か
嫌

だ
し
、
こ
ん
な
踊
り
な
ん
か
や
っ
て
ら
れ

っ
か
と
か
思
う
ぐ
ら
い
の
、
本
当
に
嫌

だ
っ
た
ん
だ
け
ど
、
何
な
ん
だ
ろ
う
ね
。 

そ
の
先
生
た
ち
に
、
と
り
あ
え
ず
、

鹿
子
躍
っ
て
腰
を
下
ろ
さ
な
き
ゃ
い
け

な
い
ん
だ
け
ど
、
腰
を
下
ろ
す
っ
て
い

う
こ
と
自
体
を
、
み
ん
な
や
り
た
が
ら

な
い
。
普
通
の
児
童
さ
ん
た
ち
っ
て
。 

で
も
俺
っ
て
そ
の
辺
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ

て
て
、
み
ん
な
が
や
り
た
が
ら
な
い
こ
と

を
や
り
た
い
人
な
の
ね
。
み
ん
な
恥
ず

か
し
い
と
か
言
っ
て
る
の
を
、
俺
は
変
に

義
憤
に
駆
ら
れ
て
、
「
そ
う
い
う
の
は

や
る
べ
き
じ
ゃ
な
い
か
！
」
み
た
い
な
、

み
ん
な
が
や
り
た
が
ら
な
い
か
ら
や
り

た
い
し
、
み
ん
な
が
や
る
っ
つ
っ
た
ら
や

ら
な
い
し
。
だ
か
ら
み
ん
な
が
や
ら
な

い
っ
て
い
う
か
ら｢

じ
ゃ
あ
俺
や
る｣

っ
て

(

笑)

。
天
邪
鬼
的
な
感
じ
だ
っ
た
わ
け

さ
。 そ

れ
で
、
な
ん
だ
か
ん
だ
で
や
る
っ
て

い
う
話
に
な
っ
た
ん
で
、
ほ
め
ら
れ
る
、

す
ご
く
。｢

お
前
腰
下
が
っ
て
い
い
じ
ゃ

ね
え
か｣

み
た
い
な
。
鹿
子
躍
っ
て
今
に

な
っ
て
や
る
と
そ
う
で
も
な
い
ん
だ
け

ど
、
結
構
カ
シ
ラ
を
振
っ
た
り
、
足
を

後
ろ
に
は
ね
あ
げ
な
が
ら
踊
る
わ
け
。

こ
う
い
う
踊
り
は
や
っ
ぱ
り
小
学
校
の

頃
っ
て
皆
恥
ず
か
し
い
じ
ゃ
な
い
。 

西
嶋 

や
り
始
め
る
ま
で
に
抵
抗
が
あ

り
ま
す
よ
ね
。 

小
岩 

そ
う
。
カ
シ
ラ
振
る
と
か
、
足

を
す
ご
い
跳
ね
上
げ
る
っ
て
い
う
の
も
、

俺
は
な
ん
か
す
ご
か
っ
た
ん
だ
っ
て

(

笑)

。
ど
う
や
ら
。
一
心
不
乱
に
、
バ
カ

み
た
い
に
。
ス
ポ
ー
ツ
も
今
ま
で
や
っ
た

こ
と
な
い
か
ら
、
身
体
の
動
き
な
ん
か

わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
や
る
か
ら
、
す
ご

い
動
き
を
し
た
ら
し
い
の
を
、
み
ん
な

が｢

あ
あ
お
前
は
す
ご
い
上
手
い｣

っ
て

言
っ
て
。
だ
か
ら
そ
の
、
70
人
だ
か
50

人
だ
か
い
る
中
で
、
１
番
目
立
つ
存
在

だ
っ
た
の
、
な
ん
と
な
く
。 

 

だ
か
ら
、
褒
め
ら
れ
た
。
と
り
あ
え

ず
。
今
ま
で
そ
う
い
う
動
く
こ
と
に
関

し
て
褒
め
ら
れ
た
こ
と
な
か
っ
た
俺
が

褒
め
ら
れ
た
っ
て
い
う
こ
と
で
、
多
分

調
子
に
乗
っ
た
ん
だ
ね(

笑)

。
で
、
嬉
し

く
て
、
運
動
会
来
る
の
も
嬉
し
か
っ
た

し
、
他
の
走
る
種
目
な
ん
て
大
っ
嫌
い

だ
っ
た
の
に
、
踊
る
こ
と
だ
け
に
と
り
あ

え
ず
向
か
っ
て
練
習
し
て
っ
た
わ
け

ね
。
５
年
生
の
と
き
に
や
っ
た
ん
だ
け

ど
、
６
年
生
の
運
動
会
の
と
き
は
出
れ

な
か
っ
た
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
骨
折
し

た
か
ら(

笑)

。
泣
い
た
よ
。｢

鹿
子
躍
や

り
た
か
っ
た
の
に
ー
！｣

っ
て
。 

 

は
し
ゃ
い
で
骨
折
… 

 

運
動
会
で
鹿
子
躍
踊
れ
ず
！ 

 

西
嶋 

相
当
思
い
入
れ
の
あ
る
も
の
に

な
っ
て
ま
す
ね
、
そ
の
時
点
で
。 

小
岩 

そ
う
。
で
僕
が
そ
の
時
６
年
生

で
、
児
童
会
長
を
や
っ
て
い
て
、
ス
ピ
ー

チ
も
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
鹿
子
躍
も

や
ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
「
も
う
こ
れ
は

…
！
」
っ
て
言
っ
て
る
２
、
３
週
間
前

に
、
俺
は
な
ん
か
１
人
で
小
躍
り
し
て

い
て
、
嬉
し
く
て
。
で
、
し
か
も
ち
ょ
っ

と
運
動
出
来
始
め
て
た
の
、
鹿
子
躍
の

お
か
げ
で
。 
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楽器に注目！ 民俗芸能 第一回 

鋲留め太鼓 編 

新美優 

民
俗
芸
能
の
楽
器
と
は
？ 

 

皆
さ
ん
は
楽
器
と
い
う
と
、
何
を
思

い
浮
か
べ
る
で
し
ょ
う
か
？
基
本
的
に

は
、
ピ
ア
ノ
、
バ
イ
オ
リ
ン
、
リ
コ
ー
ダ

ー
、
ギ
タ
ー
、
ハ
ー
モ
ニ
カ
な
ど
で
し
ょ

う
か
？ 

さ
て
、
日
本
の
楽
器
と
な
る
と
ど
う

で
し
ょ
う
か
？ 

尺
八
、
箏(

こ
と)

、
三

味
線
、
笛
あ
た
り
で
し
ょ
う
か
？
太
鼓

も
あ
り
ま
す
ね
。
と
は
い
え
、
「
楽
器
」

と
言
わ
れ
て
日
本
の
楽
器
を
思
い
浮

か
べ
る
人
は
少
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ

う
か
？ 

そ
れ
ほ
ど
、
現
代
人
か
ら
は
遠
ざ
か

っ
て
な
じ
み
が
薄
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
日

本
の
楽
器
。
さ
ら
に
「
民
俗
芸
能
の
場

面
で
使
わ
れ
る
楽
器
に
は
何
が
あ
る
の

か
？
」
な
ん
て
質
問
さ
れ
よ
う
も
の
な

ら
ま
す
ま
す
、
想
像
が
し
に
く
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

一
般
的
に
は
、
お
祭
り
で
見
る
笛

太
鼓
の
お
囃
子
が
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い

で
し
ょ
う
か
。
確
か
に
笛
太
鼓
の
組
み

合
わ
せ
が
一
般
的
な
ん
で
す
が
、
そ
こ

が
ク
セ
モ
ノ
極
ま
り
な
い
。
パ
ッ
と
、
見

た
感
じ
は
「
ど
こ
も
一
緒
だ
な
あ
」
と

思
わ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
で
も
実

は
太
鼓
一
つ
と
っ
て
も
、
そ
の
地
域
の

音
色
の
好
み
が
反
映
さ
れ
る
分
、
全

然
別
物
に
な
る
の
で
す
。
皮
の
張
り
具

合
、
桴
（
ば
ち
）
の
形
、
た
た
き
方
、
な

ど
な
ど
。
そ
れ
こ
そ
、
同
じ
太
鼓
を
使

っ
て
い
て
も
、
地
域
に
よ
っ
て
使
い
方
が

ま
っ
た
く
違
っ
て
い
た
り
。
そ
う
い
う
こ

と
が
民
俗
芸
能
の
世
界
で
は
当
た
り

前
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
そ

の
地
方
で
し
か
使
わ
な
い
レ
ア
な
楽
器

も
あ
っ
た
り
。
「
と
こ
ろ
変
わ
れ
ば
品
変

わ
る
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
が
ぴ
っ
た
り
な

の
が
、
民
俗
芸
能
の
世
界
で
す
。 

僕
自
身
、
民
俗
芸
能
の
す
べ
て
を
見
て

い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
実
際

に
見
た
民
俗
芸
能
や
、
個
人
的
に
「
一

度
は
見
て
み
た
い
な
あ
」
と
思
う
も
の

を
中
心
に
、
日
本
の
楽
器
の
面
白
さ
、

奥
深
さ
を
こ
れ
か
ら
紹
介
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
民
俗
芸
能
の
楽
器
は
、
な
ん

 
 

図１ いわゆる太鼓。 

でも、これ以外にたくさんの種類の太鼓が日本にあるのです… 

と
ま
あ
奥
深
い
こ
と
か
。
こ
れ
か
ら
皆
さ

ん
と
一
緒
に
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
そ
れ

で
は
、
日
本
の
楽
器
へ
の
、
デ
ィ
ー
プ
な
旅

へ
、
御
一
行
様
、
ご
案
内
～
。 

 日
本
の
太
鼓
の
特
徴 

 
日
本
に
古
く
か
ら
あ
る
楽
器
の
中
で

も
、
打
楽
器
は
と
て
も
種
類
が
多
く
、
さ

ら
に
そ
の
中
の
太
鼓
と
い
う
の
は
、
一
番

と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
改
良
や
変
化
が
激
し

く
、
多
彩
な
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

記
事
を
え
ら
そ
う
に
書
い
て
い
ま
す
が
、

内
心
は
本
雑
誌
執
筆
陣
に
は
僕
よ
り
も

太
鼓
に
詳
し
い
人
が
い
る
の
で
、
「
う
わ

あ
、
こ
ん
な
大
そ
れ
た
テ
ー
マ
で
書
い

ち
ゃ
っ
て
。
い
ろ
い
ろ
突
込
み
入
る
よ
、

こ
れ
…
。
」
と
、
実
は
内
心
ビ
ビ
り
な
が

ら
筆
を
進
め
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぐ
ら

い
、
日
本
の
楽
器
を
語
る
う
え
で
「
太

鼓
」
と
い
う
の
は
「
重
大
」
で
、
骨
の
折

れ
る
「
や
っ
か
い
」
で
、
し
か
も
「
す
ご
く

面
白
い
」存
在
な
の
で
す
。 

今
回
の
太
鼓
に
関
す
る
記
事
は
、

参
考
資
料
と
し
て
基
本
的
に
、
吉
川

英
史
監
修(

１
９
９
２
年)

『
図
説
日
本

の
楽
器
』東
京
書
籍
に
書
か
れ
た
小
島

美
子(

こ
じ
ま
と
み
こ)

さ
ん
が
執
筆
し
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た
「
民
俗
音
楽
の
太
鼓
・
つ
づ
み
類
」
の
記

事
を
も
と
に
、
書
い
て
い
き
ま
す
。
以
下
、

こ
の
資
料
を
さ
す
場
合
は
単
に
『図
説
』と

表
記
し
ま
す
。 

鋲
留
め
太
鼓
の
話
を
進
め
る
前
に
、
日

本
の
太
鼓
に
は
ど
う
い
う
特
徴
が
あ
る
の

か
、
簡
単
に
述
べ
て
お
き
ま
す
。
『
図
説
』

に
よ
り
ま
す
と
、
外
国
に
は
、
太
鼓
の
皮

の
大
き
さ
が
裏
と
表
で
違
う
も
の
や
、
胴

の
片
方
に
一
枚
し
か
皮
を
張
ら
な
い
太
鼓

「
片
面
太
鼓
」
も
存
在
す
る
そ
う
で
す
。

「片
面
太
鼓
」
は
日
本
に
は
例
が
少
な
い
の

で
す
が
、
「
う
ち
わ
太
鼓
」
と
い
う
、
金
魚

す
く
い
で
使
う
「
ポ
イ
」
を
そ
の
ま
ま
大
き

く
し
た
よ
う
な
形
の
太
鼓
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
日
蓮
宗
の
人
が
使
う
こ
と
で
有
名

で
す
が
、
こ
れ
以
外
の
片
面
太
鼓
と
な
る

と
、
日
本
国
内
で
は
あ
ま
り
な
い
よ
う

で
、
『
図
説
』
に
は
沖
縄
の
「
パ
ー
ラ
ン
ク

ー
」
と
い
う
小
さ
な
太
鼓
や
、
北
海
道
の

少
数
民
族
が
使
う
「枠
太
鼓
」
ダ
ー
リ
、
ユ

ル
、
カ
チ
ョ
ー
な
ど
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
紹

介
さ
れ
て
い
ま
す
。 

逆
に
考
え
る
と
、
こ
れ
以
外
で
日
本
の

民
俗
芸
能
の
場
で
胴
の
片
方
に
一
枚
し
か

皮
を
張
っ
て
い
な
い
太
鼓
を
見
か
け
た
場

合
は
、
も
し
か
し
た
ら
重
大
発
見
か
も
し

れ
ま
せ
ん(

た
だ
単
に
片
方
の
皮
が
破
れ

て
そ
の
ま
ま
に
し
て
あ
る
場
合
も
考
え
ら

れ
ま
す
の
で
要
注
意
で
す
が
…)

。 

日
本
の
太
鼓
は
、
牛
の
皮
を
使
う
の
が

一
般
的
だ
そ
う
で
す
。
担
ぎ
太
鼓
な
ど
に

は
、
馬
の
皮
を
使
う
場
合
も
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
が
日
本
の
場
合
は
当
た
り
前
な
の

で
す
が
、
中
に
は
特
殊
で
、
『
図
説
』
に
よ

り
ま
す
と
ま
れ
に
「
紙
」
を
貼
る
場
合
も

あ
る
そ
う
で
す
。
ど
ん
な
音
が
す
る
の
で

し
ょ
う
か
？ 

僕
も
実
際
に
音
色
を
聴
い

て
み
た
い
も
の
で
す
。
外
国
に
は
、
羊
の

皮
、
中
に
は
ト
カ
ゲ
の
皮
を
使
う
例
も
あ

り
ま
す
。
楽
器
の
材
質
に
関
し
て
は
、
調

達
で
き
る
材
料
に
よ
っ
て
変
化
し
ま
す
か

ら
、
当
然
と
言
え
ば
当
然
か
も
し
れ
ま
せ

ん
ね
。 

日
本
の
太
鼓
の
胴
は
、
ほ
と
ん
ど
が
木

製
品
で
、
ケ
ヤ
キ
な
ど
硬
い
材
で
作
ら
れ

る
こ
と
が
多
い
で
す
。
し
か
し
中
に
は
、
新

素
材(
Ｆ
Ｒ
Ｐ
な
ど
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク)

を
使

う
太
鼓
や
、
外
国
産
の
材
木(

ケ
ヤ
キ
以

上
に
硬
い
材
木)
を
使
う
例
、
真
鍮(

し
ん

ち
ゅ
う)

製
も
あ
っ
た
り
と
、
日
々
変
化
し

て
い
ま
す
。
一
つ
の
材
木
を
そ
の
ま
ま
使
っ

た
「
く
り
抜
き
胴
」(

図
１
も
く
り
抜
き
胴

の
太
鼓)

も
あ
れ
ば
、
寄
木(
よ
せ
ぎ)

の
方

法
で
作
っ
た
胴
、
「
桶(

お
け)

」
の
要
領
で

丸
く
円
筒
形
に
し
た
「
桶
胴
」
、
ま
げ
わ
っ

ぱ
の
要
領
で
薄
い
材
木
を
丸
め
て
作
っ
た

胴
な
ど
、
様
々
な
胴
の
作
り
方
が
あ
り
ま

す
。 あ

と
は
、
全
体
的
に
素
手
で
は
太
鼓
を

叩
か
な
い
と
い
う
こ
と
が
日
本
の
太
鼓
の

特
徴
の
一
つ
で
す
。
確
か
に
能
楽
の
「鼓(

つ

づ
み)

」
の
よ
う
に
、
手
で
た
た
く
例
は
あ

り
ま
す
。
し
か
し
、
日
本
の
太
鼓
全
体
か

ら
み
る
と
そ
う
い
う
例
は
少
な
い
と
い

う
こ
と
は
、
記
憶
に
と
ど
め
て
お
く

と
、
民
俗
芸
能
を
見
る
の
も
楽
し
く

な
る
と
思
い
ま
す
。
実
は
民
俗
芸
能
に

は
素
手
で
た
た
く
例
が
ま
だ
未
発
見

の
場
合
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

太
鼓
の
数
え
方 

 

皆
さ
ん
、
太
鼓
は
な
ん
と
数
え
て
い

ま
す
か
？
実
は
、
恥
ず
か
し
な
が
ら
僕

も
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
地
域
に
よ
っ

て
違
う
そ
う
で
す
が
、
「
張(

は
り)

」
と

か
「
張(

ち
ょ
う)

」
と
数
え
る
よ
う
で

す
。
皮
が
張
っ
て
あ
る
も
の
だ
か
ら
で

し
ょ
う
。
と
は
い
え
、
民
俗
芸
能
の
世

界
は
広
い
で
す
の
で
僕
が
伺
っ
た
だ
け

で
も
「
個
」
「
台
」
「
基(

き)

」
「
丁(

ち
ょ

う)

」
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
そ
の

土
地
で
ど
う
や
っ
て
数
え
る
の
か
、
そ

れ
だ
け
調
べ
る
だ
け
で
も
結
構
骨
の
折

れ
る
作
業
で
す
。
普
通
は
そ
ん
な
こ
と

や
ら
な
い
の
で
す
が
…
。
お
祭
り
マ
ニ

ア
な
人
は
そ
こ
ま
で
調
べ
上
げ
る
人
が

い
た
り
し
ま
す
の
で
、
恐
ろ
し
い
世
界

で
す
。 

 

太
鼓
の
音
は
「ド
ン
ド
コ
ド
ン
」？ 

  

「
テ
ー
ン
、
ス
ッ
テ
ン
、
テ
ン
ツ
ク
」
「
チ

ャ
ン
チ
ャ
ン
チ
ャ
ラ
ボ
コ
」
「
ダ
ダ
ス
コ
ダ

ン
」
。
さ
て
、
こ
れ
は
何
を
表
し
た
も
の

で
し
ょ
う
か
？
実
は
、
全
部
太
鼓
の

音
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
な
ん
で
す
。 

太
鼓
の
音
は
、
擬
音
で
表
す
場

合
、
「
ド
ン
ド
ン
」
と
か
「
ド
コ
ド
コ
」

と
表
現
さ
れ
る
の
が
多
い
で
し
ょ
う

か
？
こ
の
音
は
一
般
的
に
聴
く
、
盆

踊
り
の
太
鼓
、
大
売
出
し
で
聴
く

太
鼓
の
音
か
ら
の
印
象
が
強
い
か

ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

し
か
し
、
先
ほ
ど
紹
介
し
た
と
お

り
、
ほ
か
に
も
太
鼓
の
音
を
表
現

す
る
言
葉
が
地
方
に
は
た
く
さ
ん

あ
り
ま
す
。
鼓
は
「
ポ
ン
ポ
ン
」
と
あ

ら
わ
さ
れ
る
通
り
、
太
鼓
の
一
種

で
あ
り
ま
す
が
、
盆
踊
り
の
太
鼓
の

音
と
は
、
な
る
ほ
ど
、
か
な
り
異
質

な
も
の
で
す
ね
。
同
じ
よ
う
に
、
太

鼓
の
音
を
聴
き
慣
わ
す
の
は
、
そ
の

地
域
の
方
言
も
影
響
し
て
き
ま
す

が
、
確
か
に
現
地
で
そ
の
民
俗
芸
能

の
太
鼓
の
音
色
を
聴
く
と
「
ほ
ん
と

だ
、
さ
っ
き
地
元
の
人
が
言
っ
て
た

太
鼓
の
擬
音
に
聴
こ
え
る
！
」
と
、

感
動
を
覚
え
る
こ
と
も
し
ば
し
ば

あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぐ
ら
い
、
デ
リ
ケ

ー
ト
で
は
あ
り
ま
す
が
、
太
鼓
の
音

色
は
地
域
や
民
俗
芸
能
の
種
類
に

よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
も
の
で
す
。 
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「熊
野
」 

 

夏
が
近
づ
く
と
、
日
本
各
地
で
盆

踊
り
の
季
節
が
や
っ
て
き
ま
す
。
踊
り

の
日
が
近
付
く
と
、
私
は
足
の
裏
が
な

ん
と
な
く
す
り
足
に
な
っ
て
う
き
う
き

し
て
き
ま
す
。
太
鼓
の
音
、
音
頭
取
さ

ん
の
唄
、
踊
り
の
輪
・
・・
山
の
夜
の
、
さ

さ
や
か
な
楽
し
み
。
私
が
住
む
熊
野

地
方
も
お
盆
に
な
る
と
普
段
は
都
会

に
出
て
い
る
人
達
が
里
帰
り
し
て
、
夜

は
踊
り
の
輪
が
出
来
て
賑
わ
い
ま
す
。 

 

熊
野
と
い
う
所
は
本
州
か
ら
岬
の
よ

う
に
大
き
く
突
き
出
た
紀
伊
半
島
南

部
に
あ
り
、
和
歌
山
県
・
三
重
県
・
奈

良
県
に
ま
た
が
る
広
域
で
、
熊
野
古

道
は
「
紀
伊
山
地
の
霊
場
と
参
詣
道
」

と
し
て
世
界
遺
産
に
も
な
り
、
古
く
か

ら
の
信
仰
が
息
づ
い
て
い
ま
す
。
そ
こ
に

は
熊
野
三
山
と
呼
ば
れ
る
３
つ
の
大
き 

な
神
社
、
熊
野

く

ま

の

本
宮

ほ
ん
ぐ
う

大
社
・熊
野
速は

や 

玉た
ま

大
社
、
熊
野
那
智

な

ち

大
社
が
あ
り
、 

郷
土
の
歴
史
の
中
心
と
な
っ
て
い
ま

す
。 私

が
神
奈
川
か
ら
嫁
い
で
熊
野
に

住
む
よ
う
に
な
り
17
年
が
経
ち
ま
し 

た
。
こ
こ
和
歌
山
県
田
辺
市

た

な

べ

し

本
宮
町

ほ
ん
ぐ
う
ち
ょ
う 

は
山
奥
で
電
車
が
な
く
、
私
が
初
め
て

訪
れ
た
20
年
前
は
な
ぜ
か
一
番
遠
い

ル
ー
ト
か
ら
、
日
本
で
一
番
長
い
路 

線
バ
ス
・八
木

や

ぎ

新
宮

し
ん
ぐ
う

特
急
バ
ス 

（
走
行 

距
離
１
６
６
．
９
㎞
、
停
留
所
１
６
７

箇
所
）
に
乗
り
、
奈
良
県
五
條
市
か
ら

４
時
間
か
け
て
本
宮
町
ま
で
長
旅
を

し
ま
し
た
。
前
日
に
地
元
タ
ク
シ
ー
の

運
転
手
さ
ん
に
バ
ス
の
事
を
教
え
て
も

ら
っ
た
ら
、
翌
日
初
め
て
乗
っ
た
バ
ス
の

運
転
手
さ
ん
に
「
あ
ん
た
か
い
？ 

横

浜
か
ら
来
た
っ
て
い
う
人
は
。
」
と
声
を

か
け
ら
れ
、
田
舎
情
報
網
の
ス
ピ
ー
ド

の
速
さ
に
も
び
っ
く
り
し
た
も
の
で

す
。 

           

初
め
て
乗
っ
た
長
距
離
バ
ス
は
電
車 

の
あ
る
町
か
ら
ど
ん
ど
ん
、
ど
ん
ど
ん

山
奥
へ
。
あ
ま
り
の
山
奥
で
驚
き
ま
し

た
が
、
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
町
の
面
積

の
９
割
が
森
林
で
す
。
熊
野
の
森
は
、

今
は
林
業
が
盛
ん
だ
っ
た
頃
に
植
え
ら

れ
た
杉
と
檜
が
多
い
も
の
の
、
元
々
は

シ
イ
や
カ
シ
な
ど
ド
ン
グ
リ
の
成
る
木

の
多
い
照
葉
樹
林
で
し
た
。 

 

現
在
日
本
で
ま
と
ま
っ
た
面
積
の
照

葉
樹
林
が
残
さ
れ
て
い
る
の
は
屋
久

島
、
沖
縄
、
九
州
の
一
部
、
本
州
で
は

熊
野
の
田
辺
市
本
宮
町
に
あ
る 

「黒
蔵
谷

く
ろ
ぞ
う
だ
に

」
の
森
だ
け
で
、
こ
の
日
本 

固
有
種
の
植
物
群
は
九
州
・
熊
襲
の

「襲
」
・四
国
・速
水
瀬
戸
の
「速
」
・紀 

州
の
「紀
」
を
と
っ
て
「襲
速

そ

は

や

紀き

要
素
」 

と
呼
ば
れ
、
黒
蔵
谷
の
あ
る
大
塔

お
お
と
う

山 

系
は
照
葉
樹
の
み
で
な
く
、
ブ
ナ
林
も

あ
り
、
実
に
多
様
で
複
雑
な
生
態
系

を
持
っ
て
い
ま
す
。 

国
道
１
６
８
号
線
を
延
々
進
ん
で

ゆ
く
と
、
森
林
ば
か
り
の
光
景
が
徐
々

に
人
の
住
む
町
に
開
け
て
ゆ
き
ま
す
。

日
本
一
大
き
な
村
で
あ
る
十
津
川
村

を
抜
け
る
と
、
森
林
ば
か
り
の
光
景
が

徐
々
に
人
の
住
む
町
に
開
け
て
ゆ
き

ま
す
。
こ
の
山
奥
に
田
辺
市
本
宮
町
が

あ
り
、
生
き
な
が
ら
浄
土
と
み
な
さ
れ

た
熊
野
三
山
へ
辿
り
つ
き
、
生
ま
れ
清

ま
り
甦
る
と
い
う
熊
野
古
道
の
終
着

点
の
ひ
と
つ
・
熊
野
本
宮
大
社
が
あ
る

の
で
す
。 

熊
野
信
仰
は
元
々
の
自
然
崇
拝
か

ら
山
岳
修
験
が
発
達
し
後
に
京
の
都

か
ら
皇
族
の
熊
野
参
詣
が
始
ま
り
、

さ
ら
に
庶
民
ま
で
全
国
か
ら
「
蟻
の
熊

野
詣
で
」
と
言
わ
れ
る
ぐ
ら
い
熱
狂
的

な
参
詣
者
が
行
き
交
い
ま
し
た
。
南

朝
方
ゆ
か
り
の
伝
説
、
源
平
の
合
戦
に

ま
つ
わ
る
落
人
伝
説
な
ど
も
あ
り
、
中

世
の
歴
史
に
深
く
関
わ
る
物
語
が
多

く
残
さ
れ
、
そ
の
歴
史
の
中
で
様
々
な

地
域
の
伝
承
と
伝
統
芸
能
も
生
ま
れ

て
ゆ
き
ま
し
た
。 

  

             

黒
蔵
谷
の
渓
谷
。
上
流
に
ダ
ム
が
な
い
の
で
水
が
澄

ん
で
い
て
夏
で
も
ひ
ん
や
り
し
て
い
ま
す
。
（
写
真
：

み
熊
野
ね
っ
と
よ
り
） 

 
熊野・大塔山系の山々。ツキノワグマや天然記

念物のカモシカも住んでいます。夜に車を走ら

せると猪、鹿、狸、狐、兎、等々沢山の動物に

出会う天然サファリパーク状態です。（写真：み

熊野ねっとより） 

 

熊
野
地
方
と 

祭
り
（
一
） 

山
の
盆
踊
り 

編 

 
 

 
 

 
 

 
大
竹
雅
子 
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「本
宮
町
の
盆
踊
り
」 

 
さ
て
熊
野
の
祭
や
芸
能
に
つ
い
て
、

ま
ず
は
私
の
住
む
本
宮
町
の
地
域
伝

統
芸
能
の
こ
と
を
書
い
て
み
ま
し
ょ

う
。 

町
に
は
各
地
区
の
盆
踊
り
や
神
社
の

お
神
楽
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
地
元
の
素

朴
な
行
事
で
す
が
８
月
13
日
～
15

日
に
か
け
て
の
夜
は
ご
先
祖
様
の
ご
供

養
に
町
内
で
同
時
多
発
的
に
盆
踊
り

が
繰
り
広
げ
ら
れ
ま
す
。
文
化
財
指

定
を
受
け
て
い
る
踊
り
は
以
下
の
通

り
。 

   

盆
踊
り
自
体
は
地
蔵
盆
を
含
め
る

と
も
っ
と
あ
っ
て
一
度
に
全
て
は
観
ら

れ
ま
せ
ん
が
、
普
段
は
静
か
な
こ
の
町

も
盆
の
行
事
に
な
る
と
里
帰
り
の
人

も
増
え
て
盛
り
上
が
り
ま
す
。
文
化

財
指
定
を
受
け
て
い
な
い
地
区
で
も
、

例
え
ば
下
湯
川
地
区
の
盆
踊
り
に
は

か
つ
て
大
和
万
歳
が
出
入
り
し
て
い
た

こ
と
が
唄
わ
れ
て
い
る
曲
が
あ
っ
た
り
、

地
域
の
歴
史
が
う
か
が
え
て
興
味
深

い
で
す
。 

 

 

                                

                                

                                

 

和歌山県指定無形文化財 

「大瀬
お お ぜ

の太鼓踊り」 

和歌山県指定無形文化財

「伏 拝
ふしおがみ

の盆踊り」 

 

和歌山県指定無形文化財 

「平治
へ い じ

川
がわ

の長刀踊り」 

和歌山県指定無形文化財 

「土
つち

河屋
ご や

のお夏清十郎踊り」 

 

和歌山県指定無形文化財 

「萩
はぎ

の餅搗き踊り」 

田辺市指定無形文化財 

「ハイヤーハー踊り（熊野本宮踊り）」 
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地
芝
居
っ
て
な
に
？ 

  

僕
は
歌
舞
伎
に
出
て
い
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。 

 

そ
の
こ
と
を
ひ
と
に
話
す
と
、
「
そ
う

い
う
家
の
出
身
な
ん
で
す
か
？
」
と
よ

く
驚
か
れ
ま
す
。
僕
が
出
演
し
て
い
た

の
は
「
地
芝
居
」
と
い
っ
て
、
素
人
の
ひ

と
た
ち
が
演
じ
る
歌
舞
伎
で
す
。
土
地

土
地
の
ひ
と
が
演
じ
る
芝
居
だ
か
ら
、

芸
能
の
研
究
を
し
て
い
る
ひ
と
た
ち
は

「
地
狂
言
」
と
か
「
地
芝
居
」
と
よ
ん
で

い
ま
す
。
土
地
に
よ
っ
て
は
、
農
村
で

上
演
さ
れ
て
い
る
か
ら
「
農
村
歌
舞

伎
」
と
い
っ
た
り
、
岐
阜
県
の
ほ
う
で
は

「
地
歌
舞
伎
」
と
い
っ
た
り
す
る
こ
と
も

あ
る
そ
う
で
す
。 

 

都
会
で
成
立
し
た
歌
舞
伎
が
地
方

に
流
れ
込
ん
で
き
た
も
の
が
地
芝
居

な
の
で
、
「
本
物
」
の
都
会
の
歌
舞
伎
に

対
し
て
、
田
舎
の
「ニ
セ
物
」
の
よ
う
に 

           

み
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
だ
け
ど
、
神
社

の
舞
台
に
花
道
を
か
け
て
歌
舞
伎
の

舞
台
を
つ
く
り
、
近
所
の
お
じ
さ
ん
が

化
粧
を
し
て
で
て
く
る
の
を
地
べ
た
に

座
っ
て
わ
い
わ
い
見
物
で
き
る
の
は
地

芝
居
な
ら
で
は
で
、
都
会
の
歌
舞
伎
と

は
ま
た
違
っ
た
楽
し
み
が
あ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

地
芝
居
と
の
出
会
い 

  

僕
は
中
学
１
年
生
の
と
き
に
は
じ
め

て
地
芝
居
に
出
演
し
ま
し
た
。 

 

伝
統
芸
能
で
も
、
民
俗
芸
能
で
も
、

楽
器
で
も
、
ス
ポ
ー
ツ
で
も
な
ん
で
も

い
い
の
で
す
が
、
な
に
か
そ
う
い
う
芸

事
や
習
い
事
を
子
ど
も
が
は
じ
め
る
と

き
に
は
、
家
族
の
影
響
と
い
う
か
半
分

「
や
ら
さ
れ
る
」
か
た
ち
に
な
る
こ
と
が

多
い
と
お
も
い
ま
す
。
物
心
が
つ
く
前

か
ら
や
ら
せ
な
い
と
大
成
し
な
い
み
た

い
な
こ
と
も
よ
く
い
わ
れ
ま
す
ね
。 

 

僕
の
場
合
、
両
親
は
じ
め
家
族
に
芝

居
を
み
る
よ
う
な
ひ
と
は
ひ
と
り
も
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
だ
か
ら
、
小
さ
い
と

き
か
ら
歌
舞
伎
を
み
て
い
て
そ
れ
が
き

っ
か
け
と
な
っ
て
は
じ
め
た
と
い
う
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
小
さ
い
こ

ろ
か
ら
祖
父
母
と
す
ご
す
こ
と
が
多

く
、
時
代
劇
を
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
好
き

で
よ
く
み
て
い
ま
し
た
。
あ
と
、
小
学

校
で
と
き
ど
き
や
る
芝
居
は
、
「見
る
」

よ
り
「出
る
」
ほ
う
が
好
き
で
し
た
。 

 

僕
は
小
学
校
４
年
ま
で
千
葉
市
の

美
浜
区
と
い
う
団
地
の
立
ち
並
ぶ
埋

立
地
で
育
ち
ま
し
た
が
、
父
の
仕
事
の

都
合
で
横
浜
市
の
泉
区
と
い
う
と
こ
ろ 

へ
引
っ
越
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
横
浜 

               

と
い
う
と
「
港
」
・
「
都
会
」
な
イ
メ
ー
ジ

が
あ
り
ま
す
が
、
泉
区
は
昭
和
に
は
い

っ
た
こ
ろ
に
横
浜
市
の
最
後
の
拡
張
で

鎌
倉
郡
か
ら
編
入
さ
れ
た
エ
リ
ア
で
す
。

農
業
や
畜
産
も
盛
ん
で
最
寄
り
の
駅

で
電
車
の
扉
が
開
く
と
、
そ
う
い
う
香

り
の
す
る
わ
り
と
の
ど
か
な
ま
ち
で

す
。 

 

泉
区
に
は
「
い
ず
み
歌
舞
伎
」
と
い
う

地
芝
居
が
あ
り
、
１
９
９
８
年
に
出
演

者
が
全
員
子
ど
も
の
「
子
ど
も
歌
舞

伎
」
を
は
じ
め
る
た
め
に
、
区
内
の
小

中
学
校
か
ら
出
演
者
を
募
り
ま
し
た
。

そ
れ
に
「
時
代
劇
み
た
い
な
扮
装
で
劇

が
で
き
る
な
ん
て
最
高
じ
ゃ
な
い
で
す

か
！
」
と
お
も
い
応
募
し
た
の
が
、
僕

と
地
芝
居
の
出
会
い
と
な
り
ま
し
た
。 

               

  
 

 
 

  

 
わ
た
し
の

地
狂
言
雑
記 

舘
野
太
朗 
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い
ず
み
歌
舞
伎
の
こ
と 

  
泉
区
で
は
江
戸
時
代
の
お
わ
り
ご
ろ

か
ら
太
平
洋
戦
争
の
ま
え
ま
で
地
芝

居
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

戦
前
に
は
市
川
花
十
郎
と
い
う
役
者

が
区
内
に
住
ん
で
お
り
、
県
内
の
祭
礼

を
ま
わ
っ
て
興
行
を
お
こ
な
っ
て
い
ま

し
た
。
花
十
郎
の
存
在
は
戦
後
長
い
こ

と
忘
れ
ら
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
昭
和

の
お
わ
り
ご
ろ
か
ら
郷
土
史
に
関
心

を
も
つ
人
た
ち
に
よ
っ
て
再
発
見
さ
れ

て
ゆ
き
ま
す
。 

 

１
９
９
１
年
に
花
十
郎
家
の
蔵
が
改

築
の
た
め
に
取
り
壊
す
と
き
に
、
蔵
の

中
に
あ
っ
た
衣
装
、
義
太
夫
本
な
ど
の

一
部
が
横
浜
市
歴
史
博
物
館
に
寄
贈

さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
１
９
９

３
年
に
は
「
市
川
花
十
郎
衣
装
披
露

公
演
泉
村
芝
居
発
表
会
」
が
催
さ
れ
、

花
十
郎
の
衣
装
、
背
景
幕
な
ど
が
披

露
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
催
し
は
花
十
郎

の
足
跡
を
追
っ
て
い
た
郷
土
史
研
究
グ

ル
ー
プ
が
中
心
と
な
っ
て
企
画
し
、
会

場
の
泉
区
民
文
化
セ
ン
タ
ー
の
オ
ー
プ

ン
記
念
行
事
で
も
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、

衣
装
展
で
あ
り
な
が
ら
、
衣
装
を
展

示
す
る
と
い
う
体
裁
を
と
ら
ず
に
、
衣

装
を
実
際
に
着
用
し
た
区
民
が
舞
台

に
あ
が
り
、
か
つ
て
の
芝
居
の
名
場
面

を
再
現
す
る
方
法
で
行
わ
れ
ま
し

た
。 

 

こ
の
衣
装
展
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、

か
つ
て
の
地
芝
居
を
区
の
伝
統
芸
能
と

し
て
「
復
活
」
さ
せ
よ
う
と
い
う
気
運

が
盛
り
上
が
り
、
泉
区
が
区
政
10
周

年
を
迎
え
る
１
９
９
６
年
に
記
念
事

業
と
し
て
発
足
し
た
の
が
「
い
ず
み
歌

舞
伎
」
で
す
。
毎
年
秋
に
区
内
で
公
演

を
行
う
ほ
か
に
、
区
外
の
イ
ベ
ン
ト
に

も
た
び
た
び
出
演
し
て
い
ま
す
。 

 

横
浜
市
内
の
地
芝
居
と
し
て
は
ほ
ぼ

唯
一
の
存
在
、
い
ず
み
歌
舞
伎
に
は
他

の
地
芝
居
と
は
す
こ
し
違
っ
た
と
こ
ろ

が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。 

 
ひ
と
つ
め
は
、
公
演
の
場
所
と
舞
台

で
す
。
地
芝
居
と
い
う
と
、
映
画
『
大

鹿
村
騒
動
記
』
の
よ
う
に
村
の
神
社
に

舞
台
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
み
ん
な
が
集

ま
っ
て
み
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て

い
る
か
た
も
多
い
と
お
も
い
ま
す
。
泉

区
で
も
、
か
つ
て
は
神
社
の
舞
台
を
使

っ
て
興
行
を
し
て
い
た
の
で
す
が
、
い
ず

み
歌
舞
伎
で
は
区
内
の
公
会
堂
を
使

っ
て
い
ま
す
。
最
近
は
ホ
ー
ル
で
公
演

を
お
こ
な
う
地
芝
居
も
多
い
の
で
す
。

歌
舞
伎
の
舞
台
で
欠
か
せ
な
い
も
の
と

い
え
ば
、
観
客
席
に
張
り
出
し
た
「
花

道
」
。
い
ず
み
歌
舞
伎
で
は
、
公
会
堂

の
客
席
を
一
部
撤
去
し
て
花
道
を
設

置
し
て
い
ま
す
。
年
に
１
度
、
泉
区
に

は
芝
居
小
屋
が
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
ま
た
、
大
道
具
は
東
京
の
大
歌
舞

伎
と
お
な
じ
も
の
を
借
り
て
お
り
、
舞

台
は
か
な
り
見
ご
た
え
が
あ
り
ま
す
。 

 

ふ
た
つ
め
は
、
衣
装
と
小
道
具
。
僕

は
衣
装
が
地
芝
居
の
見
所
の
ひ
と
つ
だ

と
お
も
っ
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
地

域
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
衣
装
は
、
演

技
が
無
形
の
遺
産
だ
と
し
た
ら
、
有
形

の
遺
産
に
あ
た
る
も
の
で
す
。
地
芝
居

が
盛
ん
だ
っ
た
時
代
は
、
村
の
資
金
で

衣
装
を
買
い
求
め
、
隣
村
に
貸
し
出
し

た
り
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

い
ず
み
歌
舞
伎
の
場
合
、
花
十
郎
の
衣

装
や
道
具
は
博
物
館
に
あ
り
、
区
内

に
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
い
ず

み
歌
舞
伎
で
は
衣
装
や
小
道
具
は
そ

の
年
の
演
目
に
あ
わ
せ
た
も
の
を
会
員

が
自
作
し
て
い
ま
す
。
公
演
の
ま
え
に

宣
伝
を
兼
ね
て
、
衣
装
・小
道
具
展
を

行
う
ほ
ど
気
合
を
い
れ
て
つ
く
っ
て
い

ま
す
。
他
の
地
芝
居
と
は
ち
が
い
ま
す

が
、
や
は
り
衣
装
は
見
所
で
す
ね
。 

 

そ
し
て
演
目
。
地
芝
居
で
は
一
般
的

に
時
代
物
の
義
太
夫
狂
言
が
好
ま
れ

る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
義
太
夫
狂
言

と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
人
形
浄
瑠
璃

だ
っ
た
も
の
を
歌
舞
伎
に
う
つ
し
た
も

の
で
、
時
代
物
と
い
う
の
は
江
戸
時
代

に
お
け
る
時
代
劇
と
い
う
意
味
で
す
。

よ
っ
て
、
武
者
や
お
姫
様
が
出
て
く
る

重
厚
な
演
目
が
多
い
で
す
。
何
度
も
み

て
い
る
と
だ
ん
だ
ん
お
も
し
ろ
さ
が
わ

か
っ
て
く
る
の
で
す
が
、
初
め
て
み
る
人

は
寝
て
し
ま
う
ほ
ど
取
っ
付
き
に
く
い

も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
い
ず
み
歌
舞
伎

で
は
、
世
話
物
や
舞
踊
も
多
く
上
演

し
ま
す
。
泉
区
は
戦
後
に
人
口
が
増

え
た
地
域
で
あ
り
、
か
つ
て
の
地
芝
居

を
知
っ
て
い
る
ひ
と
も
い
ま
す
が
、
東

京
の
歌
舞
伎
の
イ
メ
ー
ジ
で
や
っ
て
く

る
ひ
と
や
、
芝
居
を
ま
っ
た
く
知
ら
な

い
見
物
も
多
い
の
で
す
。
よ
っ
て
、
演
目

は
わ
か
り
や
す
い
世
話
物
や
、
重
厚
な

時
代
物
な
ど
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
と
り
あ

げ
て
い
ま
す
。 

                    










