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下
北

の
能
舞

に
み
ら
れ
る
三
番
叟

神

田

よ
り

子

輌
、

は

じ

め

に

 

修
験
者
に
よ

っ
て
伝
え
ら
れ
て
き

た
山
伏
神
楽

の
よ
う

に
、
特
定

の
芸
能
集

団

の
持

ち
歩

く

一
連

の
神
楽

に
は
、
そ

の
集
団

の
持

つ
世
界
観
が
反
映

さ
れ

て

ゆ

く
場
合
が
多

い
。

し
か
し
今

一
方
で

こ
れ
に
そ
れ
を
観

る
人

々
の
意
識
が
反

映

さ
れ
、
付
加

さ
れ
て
変
化

し
て
ゆ
く
。

こ
の
相

互
の
関
係

を
整

理
し
、
分
析

し
て
ゆ
く

こ
と
で
、
芸
能
が
伝
え

ら
れ
て
き
た
過

程
で
、
芸
能
を
受
容
す

る
側

の
意
識
が
ど

の
よ
う

に
反
映
し

て
き
た

の
か
を
探

る
こ
と
が

で
き

る
の
で
は
な

い
か
と
考

え
る
。

こ
こ
で
は
そ

の

一
例
と
し
て
青
森
県
下
北
郡
東
通
村

の
能
舞

を
取

り
上
げ

る
。

二
、
社
会
的
背
景

 
下
北
半
島

の
能
舞

は
旧
南
部
藩

の
各
地
に
残

る
山
伏
神
楽

の

一
系
統

で
あ
る

が
、
高
度

に
洗
練

さ
れ

た
早
池
峯
山
麓

の
岳

や
大
償

に
伝
わ

る
神
楽
と
は
異
な

り
、
素
朴

な
芸
風
を
伝

え
て
い
る
。
能
舞

に
は
山
伏
神
楽

の

「
舞
」
そ

の
も

の

だ
け

で
は
な
く
、
そ
れ

に
伴
な
う
儀
礼
や
伝

承
が
充
分

に
残

っ
て
お
り
、

か
つ

て
修
験
が
村

々
を
歩

い
て
通
り
神
楽
又
は
廻
り
神
楽
を
伝

え
て
い
た
時
代

の
名

残

り
を
今

に
伝

え
て
い
る
。
能
舞
が
昔
か
ら
の
姿

を
と
ど
め
る

こ
と
が

で
き

た

理
由

は
二

つ
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
Q

一
つ
は
明
治

の
神
仏
分
離

以
前

か
ら
修
験

者
等

の
宗
教
職
能
者
だ
け
で
は
な
く
、

そ
れ
に
と
も
な

わ
れ

て
若
者
達

が
能
舞

を
演
じ

て
村

々
を
歩

い
て
い
た
事
実

で
あ

る
。

一
七
七
〇
年
代
後
半
頃

か
ら
、

一
七
九
〇
年
代
頃

に
書
か
れ
た

「
多
門
院
文
書
」

の
中

に
、 

「
野
辺
地
袋
町
若

者
共
手
作
獅
子
前
立
申
而
正
月
遊

ひ

二
舞
之
ま
ね
仕
米
餅
米
も
ら

い
候
…

…
…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①

…
…
…
田
名
部
在

ハ
村

々
沢
山
若
者
共
正
月
遊

ひ
村

々
廻
舞
之
ま
ね
仕
候
」

と

あ

り
、

当
時
か
ら
修
験

の
影
響
を

う
け
た
若
者
達
が
獅
子
を
ま
わ
し

て
家

々
を

廻

っ
て

い
た

こ
と
が

わ
か
る
。

二
つ
め
の
理
由
は
、
神
仏
分

離
以
降
も
修
験
者

が
春
祈
疇

に
歩

い
て

い
た
こ
と

で
あ
る
。
能
舞

を
伝

え
た
修

験

の
目
名
村

三
光

院

は
、

修
験
者
と
し
て
昭
和

一
五
年
頃
ま
で
毎
年
春
祈
濤

を
し
て
歩

い
た
。
昭

和

二
三
年

に
八

二
歳

で
亡
く
な

っ
た
菊
池
辰
蔵
氏
が
そ

の
人
で
,
現
当
主

の
菊

池
英

一
氏
も
昭
和
二
九
年

に
神
主

の
資
格
を
と

っ
た
頃
、
上
田
屋
部
落

の
人
を

連

れ
て
下
北

二
四
村
落

を
春
祈
薦
を
し
て
歩

い
た
。
以
上
の
二

つ
の
伝

承

に
よ

っ
て
、

下
北

の
宗
教
が
明
治

の
廃
仏
殿
釈
と
神
仏
分
離
、
又
昭
和

の
大
戦
中

の

神
道

運
動
と

い
う
歴
史
的
変
動
を
通
り
ぬ
け
た

に
も
か
か
わ
ら
ず

、
能
舞
が
昔

な
が
ら

の
姿
を
と
ど
め
る
こ
と
が

で
き

た
大
き
な
理
由
と
考
え
ら
れ

る
。

,・



 

目
名
村

三
光
院
と

い
う

の
は
現
在
東

通
村

目
名

に
あ
る
目
名
神
社

の
神

官
菊

池
英

一
氏

の
家

で
、
菊
池
家
は
熊
野
神
社
を
祀
る
修
験

の
家

で
あ

り
、
英

一
氏

は

二
二
代
目

に
当
る
と

い
う
。

 

現
在
東

通
村
で
は

一
六

の
部
落

で
能
舞
を
伝

え
て
お
り
、
大
利
、
鹿
橋
、
上

田
屋

の
三
部
落
が
師

匠
所
と
さ
れ
て

い
て
中

心
的

な
存
在

で
あ

る
。

こ
の
地
方

の
能
舞

は
目
名

の
三
光
院

、
現
む

つ
市
田
名
部

の
大
覚
院
等
が
中
心

に
な

っ
て

伝

え
た
も

の
で
あ

っ
た
。
三
光
院

に
残

る
嘉

永

二
年
十
月

の
盛
岡

の
本
山
派
修

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②̀

験
大
先
達

の
自
光
坊
快
英

の
奥
書

の
あ
る

「
霞
証

文
の
事
」

に
は
、
青
平
村
、

田
屋
村
、
奥
内
村
、
浜
奥
内
村
、
中
野
沢
村
を
目
名
村

不
動
院

の
霞
領
と
為
す

む
ね
が
書

か
れ
て
あ
る
。

 
東

通
村

鹿
橋
部
落

の
太
田
喜

一
郎
氏
(
七

三
歳
)
、
上
田
屋
部
落

の
館
綱
吉
氏

(
七
六
歳

)
、
館

兼
五
郎
氏

(
七

五
歳
)
は

三
光
院
と

一
緒

に
春
祈
疇

に
歩

い
た

経
験
を
持

つ
人

々
で
あ

る
。
春
祈
薦

で
受
け
と

る
祈
疇
料
や
祝
儀

は
三
光
院
が

四
分
を
と

り
、
残

り
六
分

は
参

加
し
た
人
数

で
分
け
る
。
各
部
落

の
青
年
会

か

ら
、
能
舞

の
練
習

の
た

め
に
若
者
を

一
緒

に
連
れ
て

い

っ
て
ほ
し

い
と
た
の
ま

れ
る
が
、
彼

ら
は
半
人
前

の
分
け
前

を
も
ら

っ
た
。

一
人
前

を
も

ら
え
る
の
は

鳥
舞
と
権
現
舞
を
覚
え

た
者

で
あ

る
。
春
祈
疇

に
は

一
月

二
〇

日
過
ぎ

に
な
る

と
歩

き
出

し
、

ニ
ケ
月
位

か
か

っ
て
東
通
全
域
を
歩

く
。
菊
池
英

一
氏

に
よ
る

と
、
権
現
獅
子
を
ま
わ
す
春
祈
疇
と
、
翌
年

の
お
札
を
配

っ
て
歩

く
秋
祈
禧

の

二
回
カ

ス
ミ
廻
り
を
す

る
が
そ

の
た

め
の
許

可
は
盛
岡
の
自

光
坊

か
ら
出

て

い

た
。
明
治
以
降
は
警
察
か
ら
許
可
を
も
ら

っ
て
い
た
。
又
大
正

一
二
～
三
年

頃

ま
で
郡
役
所

で
も
鑑
札
を
出

し
て

い
て
、
そ
れ
を
部
落

の
青
年
会
が
所
有

し
て

お
り
、
春

祈
疇
を
す
る
時

に
持

っ
て
歩

い
た
。
木
挽
き
や
大
工
と
同

じ
鑑

札
で

あ

っ
た
と

い
う
。

こ
の
頃

に
な

る
と

「
カ

ス
ミ
」
と

い
う
意
識
が
薄

れ
た
た
め

か
、
 
「
下

北
を

一
周

し
た
」
 
(
上
田
屋
、
館
綱
吉
氏

の
話
、
蒲
野
沢
、
石

田
邦

雄

氏
の
話
)

と
か
、

菊
池
英

一
氏

の
代

に
は
野
辺
地
や
狩
場
沢

の
方
ま
で
六

ケ

月

か
か

っ
て
歩

い
た
、
と

い
う
よ
う
に
、
ま
わ

る
範
囲
が
広
く
な

っ
て
き
て

い

ろ
。
当
時

の
歩

く
と
き

の
衣
装

は
タ
モ
ト

(
着
物
)

に
黒

い
羽
織

を
着
る
が
、

頭
巾
と
結

袈
裟

を

つ
け

て

い
た
と

い
う
の
で
、
山
伏

の
面
影
を
残
し

て
い
た

こ

と
が
わ
か
る
。
錫
杖

、
珠
数
、
桧

扇
等

の
山
伏

の
道
具
は
権
現
様

(
獅
f
頭
)

の

口
に
噛

ま
せ
、
梵

天
と
共
に
持

っ
て
歩

い
た
。

 
東

通
村

で
は

三
光
院
を
目
名

の
法
印

さ
ん
と
呼
び
、
数

々
の
伝
承
を
残

し
て

い
る
。
 
一
例
を
あ
げ
る
と
、
「
止
口
こ
こ

(尻
屋
)

で
地
引
網
を
や

っ
て
い
た
頃

、

不
動
院

の
別
当
が
祈
疇

を
す
る
と
、

い
わ
し
が
陸

に
近

づ
い
て
来
た
。
」
(
尻
屋

石
谷
貞
夫

氏
談

 
七
三
歳

)
。
「
左
京

沼
の
主
も

三
光
院
が
手
を
あ
わ

せ
る
と
出

て
来
た
と

い
う
。
竜

の
姿

で
出

て
く
る
の
で
、
そ
れ

で
は
ダ

メ
だ
と
侍

の
姿

に

し
て
や

っ
た
。
」
(
砂
子
又
 
畑
中
梅
八
氏
談
 
八
六
歳
)
。

三
光
院
が
修
験
者

と

し
て

の
呪
力
を
示
し
た
伝
承
は
、
三
光
院
と
共
に
祈
疇

を
し
て
歩

い
た
人

々
の

問
や
、
そ

の
人

々
の
住
む
部
落

に
で
は
な
く
、
三
光
院
が
春
祈
疇

に
廻

っ
て
来

る
土
地

に
伝

え
ら
れ

て
い
る
。
後

に
取
り
上
げ

る
伝
承

に

も

こ

の

傾
向
が
あ

り
、

三
光
院
と
共

に
歩

い
た
人

々
の
問
で
は
、
三
光
院

の

マ
ゴ
ジ

イ
は
何

の
舞

が
得
意
で
あ

っ
た
と
か
、
収
人
の
分
配
は
ど
の
よ
う
に
し
た
等

の
現

実

の
経
験

の
気
憶
が
色
濃
く
残

っ
て
い
る
。

一
方

「
和
歌
山

県
か
ら
流
れ

て
来

た
芸
能
は

三
光
院

の
も

の
だ

っ
た
。
」
(
上
田
屋
 
館
綱
吉
氏
談
 
七
六
歳

)
、
「
下
北

の
神

楽

の
師
匠
は
目
名

の
三
光
院

で
あ
り
、
三
光
院
は
山
伏

と
し
て
下
北

へ
来
た

一

人
。
」
(
鹿
橋
、
太

田
喜

一
郎
氏
談
 
七
三
歳

)
と

い
う
具
合

に
、
自

分
達
と
共

に
歩

い
た

三
光
院

は
下
北

の
芸
能

の
伝
承
者
で
あ
り
、

か

つ
て
他

の
土
地

か
ら

下
北

へ
や

っ
て
来
た
老

で
あ

る
、
と

い
う
遠

い
記
億
が
今

に
伝
え

ら

れ

て

い

る
。

 

以
上

か
ら
変
動

の
歴
史
を
起
え

て
芸
能
が
伝
え
ら
れ
て

い

っ
た

の
は
、
宗
教

一49一



性

を
伴

っ
た
芸
能
伝
幡
老
と
、
そ
れ
を
必
要
と
し
た
地
域
住
民

の
両
輪
が
う
ま

く
か
み
あ

っ
た
結
果

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
Q
そ
れ
は
た
と
え
ば

、
今

で
も
能

舞

の
内
習

い
は

=

一月
の
熊
野
様

や
産
土
様

の
年
取

り
の
日

に
始

め
て
い
る
、

能
舞

の
期
間
中
は
精
進
潔
済

を
す

る
、

と
い

っ
た
信
仰

と
の
結
び

つ
き

は
も
ち

ろ
ん
、
青
年
会
を
中
心
に
し
た
能
舞

の
細
織

は
強
く
、
青
年
会

へ
入
ら
な

い
と

一
人
前
を
も
ら
え
な
か

っ
た
(
尻
労
)
、
青
年
会

へ
入
ら
な

い
と
浜

の
仕
事
も
岡

の
仕
事
も

で
き
な

い
(
石
持
)
、

な
ど
の
部
落

の
組
織

と
の
結
び

つ
き
が
多
か

っ

た
、
と

い
う
例
を
み
て
も

わ
か
る
。
大
利
、
上

田
屋
、
鹿
橋
な
ど

の
師
匠
所
と

さ
れ

る
部
落
と
、
そ

の
弟
子
筋

に
あ

た
る
部
落

の
間

で
は
、
能
舞

の
芸
が
上
達

し
な

い
時
な
ど
、
相
手

の
部
落

へ
行

っ
て
能
舞

を
披
露

し
あ
う
。

こ
れ
を

つ
き

あ

い
能
舞
と

い

っ
て

い
る
。
以
上

の
よ
う

に
民
間

の
信
仰
と
芸
能
が
生
活

の
リ

ズ

ム
と
結
び

つ
い
て

い
て
、
生
活

の
中

で
生
き
続
け

て
い
る
。

 
能
舞

の
総
演
目
数

は
三
十
数
曲
あ

り
、
大
き
く
権
現
舞
、
儀

礼

舞
、

祈

疇

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

③

舞
、
武
士
舞
、
道
化
舞

の
五
つ
の
グ

ル
ー
プ

に
分
類

で
き
る
。

 
権
現
舞
は
門
打

の
折

に
は
必
ず
能
野
権
現
と
さ
れ
る
黒

い
獅

子
頭
を
頂

い
て

舞
う
最

も
重
要
な
演
目

で
あ

る
。
儀
礼
舞
は
鳥
舞
、
籠
舞
、
翁

、
三
番
隻

の
四

番

か
ら
な
り
、
権

現
舞

に
続

い
て
行
な
わ
れ

て
い
る
。
井
浦

に
よ
れ
ぽ
、
 

「能

楽

の
翁

(
式
三
番
)

の
影
響
を
受
け
な
か

っ
た
と
は
断
定
し
が
た

い

け

れ

ど

も
、
本
来
は
さ
ら
に
古

い
系
統

か
ら
出

て
、
能
楽
と
は
親
子
関
係
で
な
く
兄
弟

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ω

関
係

に
あ
る
か
、

さ
ら
に
遠

い
関
係

に
あ

る
と
見
る
べ
き
も

の
で
あ
る
。」

と

い
う
古
風
な
形
式

を
伝
え

る
も

の
で
あ
る
。
権
現
舞
と
儀

礼
舞

の
四
番

を
合

わ

せ

て
、

こ
れ
が
能
舞

で
あ
る
と
土
地

の
人

々
は
言

い
、
他
は
す
べ
て
も
ど
き
芸

で
あ
る
と

の
認
識
が
あ

る
。
だ
か
ら
儀
礼
舞

が
済
め
ぽ
酒
を
飲
ん
だ
り
弁
当
箱

を
開

い
た
り
す
る

「
お
中
入
り
」
が
あ
り
、
そ

の
後

は
ず

っ
と
リ
ラ

ヅ
ク
ス
し

た
雰

囲
気
と
な
る
。
儀
礼
舞
よ
り
演
劇
的
で
修
験
者

の
芸
能

と
し
て
ふ
さ
わ
し

い
も

の
に
鐘
巻
、
綱
引
、
き

つ
ね
舞
等

の
祈
疇
舞
が
あ

る
。

二
人
以
上

の
登
場

老

に
よ

っ
て
演

じ
ら
れ
、
劇
的
な
構
成
を
示

し
、
修
験

の
法
力
、
呪
力
を
随
所

に
表
現

し
た
も

の
で
あ
る
。

 

こ
こ
で
は
儀
礼
舞

の
中
で
は
修

験
者
が
演
じ
る
芸

能

の
特

徴
を
よ
く
あ
ら
わ

し
て
い
る
と
思
わ
れ
、

さ
ら
に
舞

に
ま

つ
わ
る
伝
承
が
他

の
演
目

か
ら
離

れ
て

一
人
歩
き
し
て
伝
え
ら
れ
て

い
る
三
番
嬰

を
取

り
上
げ

る
。
抽
象
度

の
高

い
翁

の
舞

に
比
べ
、
三
番
曳

は
舞

の
型
が
動

的
で
具
体
性
が
あ
り
、
烏
飛
び

な
ど

は

見

て
も
面
白

い
要
素

が
多

い
た
め
、
他
地
方

の
山
伏
神
楽

に
お

い
て
も
人
気

の

高

い
演
目
で
あ
る
。
能
舞

の
三
番
斐

に
は
荒
舞

の
基
本
動
作
と
な

る
飛

ぶ
、

は

 

㈲

ね
る

の
要
素
が
あ
り
、
荒
舞
を
舞
う
時

に
用

い
る
タ
ス
キ
を
か
け
る
。

三
番
里

の
舞
は
三
番

申
吾
舞
と
も
言

わ
れ

る

一
人
舞

で
、
切
顎

の
黒

尉
面
を

つ
け

る
。

切
顎

の
面
を
使
う
の
は
三
番
里

の
み
で
、
翁
面

の
顎
は
切
れ
て

い
な

い
。

三
番

嬰
は
楽
屋
と
舞
台

を
区
切

る
幕

か
ら
飛
び
出

て
来
て
扇

の
舞
で
四
隅
を
舞

い
、

腰

に
差
し
た
錫
杖

を
取

り
出

し
て
錫
杖

の
舞
を
舞
う
。
錫
杖

を
用

い
る

の
は

こ

の
時

と
権
現
舞
、
鐘
巻

の
み

で
あ

る
。

こ
の
後
鳥

飛
び
が

入
り
、
幕

を
肩

に
か

け
て
座
り
、

二
拍

し
て
内
縛
印
、
外
縛
印
等

の
印
を
結

び
、

九
字
を
切

っ
て
幕

内

へ
退
場
す
る
。

三
番
翌

の
印
を
上

田
屋
部
落
で
は

「
イ
ワ
イ

ノ
手

」
と
言

っ

て

い
た
。

 

以
上

の
こ
と
か
ら
三
番
隻

の
舞

は
神

の
働
き
を
示
す
荒
舞

の
要
素
を
も
ち
、

悪
魔

払

い
の
呪
力

を
示
す
錫
杖
を
使

い
、
印
を
結
ぶ
等
、
修

験

の
も

つ
芸
能

の

特
徴

を
よ
く
あ

ら
わ
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、
三
番
里
の
伝
承

次

に
三
番
聖

に
ま

つ
わ
る
伝
承

に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

こ
れ
は
三
番
翌
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の
面
が
切
顎

に
な

っ
て

い
る
と

こ
ろ
か
ら
発

生
し
た
も

の
で
あ

る
。

①
東
通
村
入

口
 
 

 
吉
田
才
吉

氏
談

(
六
九
歳
)

 

サ
ン
バ
は
ナ
キ
ナ
の
と

こ
ろ
で
三
年
三
月
働
き
、
給
金

の
代
り

に
不
思
議

な

扇
を
も
ら

っ
た
。
困

っ
た
時

に
こ
の
扇
で
あ

お
げ
ぽ
何

で
も
う
ま
く
ゆ
く
と

い

う
Q
と

こ
ろ
が

こ
の
話

を
バ

カ
に
し
た
人

々
に
け

ん
か
を
吹
き
か
け
ら
れ
、

サ

ン
バ
は
焼
き
殺

さ
れ

て
し
ま

っ
た
。
扇

で
あ

お
い
だ
が
要
が
は
ず

れ
て

い
た
た

め
に
役

に
立
た
な
か

っ
た
の
だ
。

そ
こ
で
オ
キ
ナ
が
要

の
つ
い
た
扇
で
あ

お

い

だ
と

こ
ろ
、

サ

ン
バ

は
元
の
体

に
な

っ
た
。
し

か
し
顎
だ
け
見

つ
か
ら
ず
、
糸

で
後

に
縫

い
つ
け

た
。
だ

か
ら
サ

ン
バ

の
顎
は
切
れ

て
い
て
、

一
度
焼
け

た
か

ら
顔
が
黒

い
の
だ
。

 

こ
の
話

は
採
集
し

た
も

の
の
中

で
は
最
も

よ
く
ま
と
ま

っ
て

い
る
。
以

下
は

断
片
的
な
内
容

で
あ

る
が
、
右

の
話
と
比
較
す
る

こ
と
で
傾
向
が

わ
か
る
。

②
東
通
村
尻
労
 

 
 
蛇
穴
進

一
氏
談

 

オ
キ
ナ
が

サ

ン
バ
と

い
う
木
樵
を
使

っ
て

い
た
。
木
樵

を
や

っ
て
い
る
間

に

木
を

か
ぎ
り
な
く
伐

っ
た
。

サ
ン
バ
は
働

い
て

い
る
間

に
家

に
帰

ら

な

く

な

り
、

オ
キ
ナ
は
山

へ
探
し

に
行

っ
た
。

サ
ン
バ
は
死
ん
で

い
て
、

オ
キ
ナ
は
山

中

で
サ

ン
バ

の
骨
を
ひ
ろ

っ
た
が
、
顎
だ
け
見

つ
か
ら
ず
、
別

の
も

の
で

つ
な

い
だ
Q

③
東
通
村
石
持
 

 
 
吉

田
吉
松

氏
談

(
七
〇
歳

)

 

オ
キ
ナ
は
何
百
歳
ま
で
生
き
た
人
で
山
に
住

ん
で

い
た
。
オ
キ
ナ
は
こ
こ
の

主
、
親
方

で
あ

る
。
サ

ン
バ
は
使

い
人
で
あ
る
。

二
人

で
薪
伐

り
を
す

る
が
何

百

ケ

ソ
も
伐
る
木
が
あ
る
。
も
う

一
ケ

ン
で
千
と
か
五
百
に
な
る
時
、
伐

っ
た

木
が
全
部
燃
え

て
し
ま
う
。
鳥

と
か
の
鳥

が

二
人
の
骨
を
集

め
て
人
を

つ
く

っ

た
。

オ
キ
ナ
は
全
部
見

つ
か

っ
て
面

に
な

っ
た
が

サ

ン
バ

は
骨
が
足

り
な

い
。

だ

か
ら
糸

で
骨
を

つ
け
て

い
る
。

④
東
通
村
白
糠
 
 

 
西
山
福
松
氏
談

(
七
三
歳
)

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

不
明

 

サ

ン
バ
は

よ
し

の
で
オ
キ

ナ
に
育

て
ら
れ
た
。

サ

ン
バ
は

よ
し

の
で
サ

ン
ピ

タ
と

い
う
ゴ

マ
ン
木
を
伐

っ
た
。
オ
キ
ナ

の
扇
は
法
力
が
あ

っ
た
。

サ
ン
バ

の

オ

ー
サ
イ
は

サ
ン
バ

の
カ
カ
だ

っ
た
。

サ

ン
バ
を
殺

し
て
サ
ン
バ

は
骨
ぽ

か
り

だ

っ
た
。
オ
キ
ナ
が
扇
子
で
呼
び
寄

せ
た
が
顎
だ
け
来
な
か

っ
た
。
法
を
使

っ

て
も
顎
だ
け
来
な
か

っ
た
。

⑤

東
通
村
蒲
野
沢
 
 

 
蒲
力
男
氏
談

 

オ
キ
ナ
は
百
九
歳

で
子
供

を
生
ん
だ
。
そ

の
た

め
に
人
に
か
ら
か
わ
れ
る
。

し
か
し
そ
の
子

は

一
五
歳

で
亡
く
な

っ
て
し

ま

っ
た
。
そ
れ
が

サ

ン
バ

で

あ

る
。

サ

ン
バ

の
死
骸

を
焼

い
た
が
子
供
が

か
わ

い
く
て
掘

り
出

し
て
骨
を
あ

わ

せ
て
く

っ
つ
け
た
が
顎
だ
け
足
り
な
か

っ
た
。

⑥
東

通
村
蒲
野
沢
 

 

 
石
田
邦
雄
氏
談

(
六
六
歳
)

 

サ

ン
バ

は
オ
キ
ナ
に
掘

ら
れ
た
。
し

か
し
顎
が
足
り
な
い
。
今

つ
い
て
い
る

顎

は
仮

の
も

の
。

サ

ン
バ

に
は
カ
カ
が

い
る
。

⑦
東

通
村
鹿
橋
 

 
太
田
喜

一
郎
氏
談

(
七

三
歳
)

 

ヘ
ン
ザ

イ
、

オ
キ

ナ
、

サ

ン
バ

の
三
人
は
切

っ
て
も
切
れ
な

い
く
ら

い
仲
が

よ
い
。

サ

ン
バ
が
死

ん
で
い
た
わ
し

い
人
だ

っ
た
の
で
、

ヘ
ン
ザ

イ
や

オ
キ
ナ

が

骨
を
拾

っ
て
集

め
た
ら
、
顎

の
骨
が
集
ま
ら
な
か

っ
た
の
で
縄

で

つ
な

い

だ
。

⑧
東
通
村
上

田
屋
 

 
館
綱
吉
氏
談

(
七
六
歳
)

 

サ

ン
バ

は
殺

さ
れ

た
の
で
骨
を
拾

い
集
め
た
が
顎
だ
け
見

つ
か

ら
ず

に
紐

で

結

ん
だ
。

⑨
東
通
村
尻
屋
 
石
谷
貞
夫
氏
談

 

サ

ン
バ

の
顎

は
オ
キ
ナ
と
け

ん
か
を
し

て
は
ず
れ
た
。

⑩
東
通
村
大
利
 

 
 
上
路
時

太
郎
氏
談
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オ
キ
ナ
と

サ

ン
。ハ
は
仲
が
悪

い
か
ら
面

を

一
緒

に
置
か
な

い
。

サ

ン
。ハ
は
オ

キ
ナ
と
け

ん
か
を
し
て
顎
が

は
ず
れ

て

い
る
。

⑪
東
通
村
砂
子
又
 
 
沢

田
初
男
氏
談

(
六
五
歳
)

 

オ
キ
ナ
の
面

は
他

の
面

と

一
緒

に
し
な

い
で
別
当
様

の
と

こ
ろ
に
あ

る
。

サ

ン
バ

と

一
緒
だ

と
い
や
だ

か
ら
と

い
う
。

⑫
東
通
村
目
名
 
 

 
菊
池
英

一
氏
談

 

オ
キ
ナ
と
サ

ン
バ

の
面

を

一
緒

に
入
れ
て
お
く
と
け

ん
か
を
す
る
の
で
離
し

て
お
く
Q
両
方

と
も
魂
が

入

っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
で
け
ん
か
を
す

る
。

 
以
上
が
東
通
村

の
能
舞

の
三
番
曳

の
面

に
ま
つ
わ
る
伝
承
で
あ

る
。
ま
ず
⑫

番
と
①
番

の
話

の
差

に
注
口

し
て
み
た

い
.
⑫
番
は
面

に

ま

つ

わ

る
話

で
あ

る
。
翁

の
面
も

三
番
盟

の
面
も
儀
礼
舞
を
担
う
面
で
あ
る
か
ら
、

こ
う
い
う
話

が
伝

え
ら
れ

て
い
て
お
か
し
く
な

い
。

四

つ
の
演
目

の
儀
礼
舞

の
う
ち
面
を

つ

け

る
の
は
こ
の
二
種
目

で
、
他

の
鳥
舞

と
籠
舞

は
直
面
で
演

じ
ら
れ
、
翁
と

三

番
翌

の
面

は
神
体

で
あ

る
権
現
頭

に
準

じ
て
大
切

に
扱
わ
れ
て

い
る
。
⑫
番

の

話

を
伝

え
る
目
名
部
落

に
は
能
舞
が

な

い
。

こ
の
話
は
修
験
目
名
三
光
院

で
あ

る
菊
池
別
当
家

に
伝
わ

る
伝

.承
で
あ

る
。

三
光
院

に

つ
い
て
春
祈
疇

に
歩

い
た

の
は
師
匠
所
と

さ
れ

て
い
る
鹿
橋
、
上

田
屋

そ
れ
に
蒲
野
沢

の
部
落
の
人

々
で

あ

り
、
⑤
、
⑥
、
⑦
、
⑧
番

の
話

を
伝

え
て

い
る
。
又
⑩
番
を
伝
え
る
大
利
部

落
も
師
匠
所

と
し
て
か

つ
て
は
山
伏

(
三
光
院

と
は
別

の
)
と
春
祈
疇

に
歩

い

た
と

い
う
伝
承
を
も

つ
。

こ
れ
ら

の
部
落

で
は
切
顎

に
ま

つ
わ
る
伝
承
が
希
薄

で
あ

り
、

三
光
院

で
は
全
く
触
れ

て

い
な

い
の
に
比
較
し

て
、
能
舞
の
弟
子
筋

の
部
落
、
見
物
者

の
側

の
人

々
が
切
顎

に
ま

つ
わ
る
話
を
く
わ
し
く
伝
え
て
い

る
、

と
言

え
る
。
⑪
番

の
砂
子
又

に
は
く
わ

し
い
人
が
も
う

い
な

い
、

又
⑨
番

の
尻
屋

で
は
最
も
く

わ
し

い
人
に
会

え
な
か

っ
た
と
い
う
事
情
も
あ

っ
て
、
伝

承
が
乏

し
く
な

っ
て
い
る
。

そ
う
す

る
と
こ
の
話
は

三
光
院
と
は
別

の
経
路

で

伝

え
ら
れ
た
話
が
、
切
顎

と
結
び

つ
い
て
能
舞

の
三
番

曳
の
話
と
し
て
伝
え
ら

れ

て

い
っ
た
も

の
と

い
う
仮

説
が
成
立
す

る
。

 

次

に
対
象
す
る
意
味
で
黒
森

の
三
番
曳
を

と
り
あ
げ
る
。

 
岩

手
県
宮
古

市
黒
森

の
黒

森
神
社
に
も
山
伏
神
楽

の

一
系

統
で
あ
る
黒
森
神

楽
が
あ

る
。
黒
森
神

社
は
明
治
の
修
験
道
廃
止
令
以
前

は
黒
森
観
音

又
は
黒
森

権
現
宮

と
呼
ば

れ
て

い
た
と

こ
ろ
で
、
獅
子
頭
を
黒
森
権
現

と
し
て
正
月
な
ど

に
門
打

を
し
て
歩

く
。
黒

森

に
は
文
明

一
七
年

(
一
四
八
亙
)

の
銘

の
あ
る
権

 
 

⑥

現
獅

子
が

あ
る
。

こ
の
黒
森
神
楽

の
三
番
曳

に
も
下
北
の
能
舞

の
三
番
曳

と
似

た
伝

承
が
残

っ
て

い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 

㊥

⑬
岩
手
県

宮
古

市
黒
森

 

三
番
が
旅

に
出

て
、
旅
先

で

一
目
千
両

の
女
房

に
三
度
迄
対
面

し
た
、
程
経

て
帰

郷
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
妻

は
死
し
、
親
族
ら
も
離
散

し
て
、
憩

う
家

も
な

か

っ
た
。

そ

こ
で
再

び
あ

て
ど
も

な

い
旅

に
上
り
、
途
中

で
死
ぬ
.
所

が

一
目

千
両

の
女
房
が

後
か
ら
追

い
か
け
て
来

て
、

よ
し
が
野
と

い
う
所

で
、

三
番

の

亡
躯
を
見
出
す
。
そ

こ
で
女
房
が
持

っ
た
扇

で
招
け
ぽ
鳶
や
烏
が

方

々
か
ら
集

ま

っ
て
来

て
、

一
且
啄
み
去

っ
た
肉
片
を
持
ち
寄
り
屍
を
集

め
る
り
と
こ
ろ
が

ど
う
し
て
も
顎

だ
け
足
ら
ず
、
仕
方
が

な
い
の
で
糸
を
以

っ
て
綴
ぢ

つ
け
た
.

か
く
て
三
番
は
蘇

生
り
、

口
出
度

く
女
房
と
対
面

に
及
ぶ
り

 

こ
こ
で
⑬
番

の
黒
森

の
伝

承
も
含

め
て
話

の
モ
チ
ー
フ
を
整

理
し
て
み
る
。

 

A

翁

の
下
で
働

く

 

 
1
2
3

B�B,BA�A,

木
を
伐

る

旅

に
出
る

死
亡

(
殺
さ
れ
る
)

焼
死
、
焼
き
殺
さ
れ
る

カ
ヵ
に
殺
さ
れ
る

9
一
3

4

132

5

ρ0
7
5
8

-
↓
00

4
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C,,,,C,,,C�C, CB,,,

旅

の
途
中

死
亡

再
生

(蘇
生
)

再
生

の
呪
具
と
し

て

コ

烏
、
鳶
が
骨
を
拾
う

翁

の
法
力

翁
又

は
女

の
援
助

D
顎
が
足

り
な

い

E
よ
し
の

(
生
活

の
場
)

4 3

  13

1 i 13

4 3

1313

 

2

5
6
7
13

1
2
3
4
5

6
7
8
3

 
 
 

 
 
 
 
 
1

4

 

A
群
に
み
ら
れ

る
サ
ソ
バ
は
働

く
者
と
し
て

で
あ
る
が
、
そ

の
内
容
は
オ
キ

ナ
の
使
わ
れ
人

で
あ
り
、
木

を
伐

る
仕
事

で
あ

っ
た
り
、
旅

に
出
る

こ
と
で
あ

る
。

こ
こ
で
の
サ
ン
バ

は
漁

業
に
も
農
業

に
も

携
わ
ら
ず

、
定
住

し
て
生
業

に

つ
く
老

の
要
素

に
欠
け
て

い
る
。

場
所
と
し
て
は
E

の
よ
し

の
が
出

て
く
る
。

 

B
群

は
サ

ン
バ

の
死
亡

に
関
す
る
も

の
で
あ
る
。
そ

の
死

に
方
は
焼

死
で
あ

っ
た
り
、
焼
き
殺
さ
れ
る
、

カ
カ
に
杖

さ
れ

る
、
旅

の
途
中

で
死
亡
す

る
、

オ

キ
ナ
に
だ
ま
さ
れ
て
扇

が
役

に
立

た
な

い
等
、

正
常

で
は
な

い
死

に

方

で

あ

る
。

 

C
群

で
サ
ン
バ
は
蘇

生
す
る
が
、

そ
の
呪
具

と
し
て
扇
が
使

わ
れ
る
。
鳥
、

鳶
が
骨
を
拾
う
。
翁

の
法
力

に
よ

っ
て
蘇
生
す

る
。
援
助
す

る
の
は
翁
又

は

一

目
千
両

の
女

で
あ
る
。

サ

ン
バ

の
死
体
が

み

つ
か
る
の
は
よ
し
の
の
山

の
中

で

あ

る
。

 

D
群

で
は
せ

っ
か
く
生
ま
れ
か
わ

っ
て
も
、
顎
が

足
ら
ず

に
糸

で
綴
じ

る
な

ど
異
常
体

で
あ
る
Q

 
以
上

の
こ
と
か
ら

サ
ン
バ

は
農

民
と
か
漁

民
と

い

っ
た
定
住
す
る
者

と
は
異

な

る
要
素
を
も
ち
、

さ
ら

に
時

と
し
て
は
旅

に
出
る
な
ど
、
土

地
に
定
着

し
て

い
な
い
者

の
要
素
を
あ

わ
せ
も

っ
て

い
る
。
彼

は
労
働

を
す

る
者
、
使

わ
れ

る

者

で
あ

る
。
再
生
後

の
体

は
異
常
体

で
あ
る
。

サ

ン
バ

の
生
死

に
は
法
力
を
使

う

オ
キ

ナ
、
あ
る

い
は
旅

の
途
中

で
会
う
女
房
が
か
か
わ

っ
て
く
る
。

そ
の
二

人
は
生

に
も
死

に
も

か
か
わ
る
こ
と
の
で
き
る
特
殊
能

力
者

で
あ

り
、
畏
怖
心

を
抱
か
せ
る
よ
う
な
宗
教
老

を
連
想
さ
せ
る
。
再
生
の
呪
具

と
し
て
用

い
ら
れ

 

⑧

る
牙
は
能
舞

に
は
必
ず
使

わ
れ
る
採
物

で
あ
る
が
、
携
帯

に
は
錫
杖
、
珠
数
と

共

に
権
現
獅
子
の
歯

に
噛

ま
せ
て
持

ち
歩

く
、
修

験
の
重
要

な
法
具

で
あ

る
。

烏
は
熊

野
で
も
権
現

の
使
と

し
て
、
牛

玉
宝
印

に
も
鳥
が
押
印
さ
れ

て
お
り
、

又
羽
黒

山
で
も
開
山
能
除
太
子
が
羽
黒
山
中

で
道

に
迷

っ
た
時

に
、
八
尺

の
霊

㈲烏
が
来
て
太
子
を
導

い
た
と
あ

り
、
修
験

に
は
欠

か
せ
ぬ
使
役
鳥

で
あ

る
。
な

ど
が
明
ら
か
に
な

っ
た
、
A
、

B
、

C

の
三
群

の
中

に
は
他
所

か
ら
来

た
聖
な

る
存
在
が
感
じ
ら
れ

る
。
そ
れ

ら
が
持

ち
込
む
難
題

に
よ

っ
て
サ

ン
バ
は
死

に

追

い
や
ら
れ

る
が
、
そ

の
結
果

+

ン
バ

は
特
殊

な
体

に
な

っ
て
再
生
す

る
、.

つ

ま
り
サ

ン
バ
は
切
顎
を
持

つ
姿

に
な

る
こ
と
で
、

カ
ミ
か
ら
指
名
さ
れ
、
カ

ミ

の
印

を
持

っ
た
存
在

に
な

っ
た
こ
と

を
示

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。

四
、
三
番
豊
の
詞
章
と
舞
の
次
第

 

こ
の
結
果

を
ふ
ま
え
て
、

三
番
曳

の
芸
能

に
話
を
も
ど
し

て
み

る
、、
翁
と
比

較
す

る
こ
と

で
三
番
曳

の
特
徴
を

つ
か
ん
で
み
た

い
。
翁

の
詞
章
は
内
容
が

ほ

ぼ

パ
タ
ー

ン
化
さ
れ

て
い
て
、
部
落
毎

の
変
化
が
あ
ま
り
み
ら
れ
な

い
.

一
方

三
番
愛

の
詞
章

に
は
バ
リ

エ
ー
シ

ョ
ン
が
豊

か
に
み
ら
れ
る
。
そ

こ
で
大
利
部

落

の
翁

と
三
番
曳
を
取
り
あ
げ
、
変
化

の
も

っ
と
も
著
し

い
入

口
部

落

の
詞
章

を

こ
れ
と
並

べ
て
み
る
。

入
口
の
も

の
は
東
通

村
の
他

の
能
舞
と

は
拍
子
が
異

な
り
、

岡
獅
子
舞
と
言

わ
れ

て
い
る
が
、
前
述

の
よ
う

に
三
番
斐

に
関
す

る
伝

承
も
伝

え
ら
れ

て
お
り
、
能
舞

と
の
相

互
の
影
響

は
充
分

に
考
え
ら
れ

る
の
で

取
り
あ
げ

る
こ
と

に
し
た
。
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大
利
部
落

の
翁

拝
礼

 
君
が
代
は
久
し
か
る
べ
し
試

 

に
は
試

に
は

か
ね
て
ぞ
植
え
し
住

 
吉
乃
松
住
吉
乃
松

幕
出

 
小
田
乃
松
や
住
吉

の
松
な
る

 

は
た
ぎ

の
水

日
は
照
る
と
も
常

に

 

た

い
せ
ん
な
な
る
た
ぎ

の
水

e
扱

っ
て
此

の
翁
と
申
せ
ぽ
伊
勢

神

 
明

天
正
大
神

の
を
し
ま
せ
給

ふ
諸

 
 
 
 
 
 

(か
り
き
ぬ
の
袖
-
上
、蒲
)

 
金

の
表
を
顔

に
あ

て
か

る
ぎ

の
紬

 

を
翻

ひ
す
振

り
戻
し

(今
度
こ
の
所
-
上
) 
 

(四
つ
の
ー
上
、蒲
)

 

こ
ん
の
所

に
参

り
よ
ち

の
御
祝
と

 
申

さ
ん

 
 

(ち
い
そ
う
1
上
、蒲
)

 

百
才

は
鎮
守
弐
百
才
は
年

の
盛
り

 

三
千

の
書
物

に
出
世

の
孫

に
合
う

 

た
る
試

め
し
目
出
た
さ

よ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(舞
-
蒲
、上
)

 

千
秋

万
歳

な
千
秋
万
歳

の
御
祝
前

 

な
れ
ぽ

ひ
と
か
い
な
舞

た
り
や
舞

 

た
り
や

 
神

に
は
天
じ

ょ
う
地
久

五
万
円
満

 
息

災
延
命

お
ー
じ
ゅ
げ

ら
く

し
ゅ

 

ー
せ
と
祈

り
申

す
は
只
の
君

よ
百

 

世
百
代

千
代

五
万
才
乃
世
乃
聞
抑

 
ぎ
奉

る

 

 

入

口
部
落

の
翁

ど

う

ど

う

と

鳴

る

や
滝

の

水

な

る

た

き

の
水

、

ひ

わ

で

る
、

と
も

に
、

つ

ね

に
、

た

い
せ

ん

や
、

な

る

た
き

の

水

、

つ
り

や

た

ら

り
、

ら
が

ら
、

り

ん

と

よ

i
、

そ

ゆ

わ

い
な

、

は

い
そ

の

い
つ

く

の
、

お

き

な

と

よ
、

そ
ゆ

わ

い
な

、

は

い
そ

の

い
つ

く

の

お
き

な

と

も

を

し

わ

な
、

は

な

の

い
ろ
、

春

咲

き

初

め
し

、
夏

も

よ

し
、

秋

は

花

咲

り
、

実

な

れ

ぽ

こ
そ

、
冬

の
夜

ま

で
も

、

実

は

お

と

ら

わ

ん

と
楽

し

か

り
け

り

ー
、

は

あ

め

で

た

さ

よ
、

松

が

崎

、

お
き

な

わ

さ

き

に
、

生

ま

れ

つ

つ
い
ざ

年

く

ら

べ

せ

い

へ

ん

か
、

ひ

め

こ

ま

つ
、

ち

る

の
せ

い

へ

ん

か
、

か

め

の
ま

は

ん
こ

を

、

を

、

せ

る

と

か

や

ー

は
あ

、
お
き

な

な

り

、

さ

て

か

の

お
き

な

と

申

し
は

、

伊
勢

神

明

の

て

い
そ

だ

は

い
じ

ん

の
、

お

し

ま

せ

た
も

う

や
そ

げ

ん

の
、面

を

顔

に
あ

て
、

か

り
ぎ

ん

の
袖

を

ふ
り

か

い
す

、

ふ

り
も

ど
す

、

四

つ
の
こ

ゆ

わ

い

の
、

ま

い
な
れ

ば

、

よ
も

さ

わ

ん
と

、

百

さ

い
わ
、

つ

い
を

、

二
百

 
 
大
利
の
三
番
猿
紫
舞

拝
礼
 
君
が
代
は
久
し
か
る
べ
し
試

さ

い
は

い
わ

と

の
や

さ

か

り

、

さ

て

く

る
か

み

わ

、

ま

し

ら
が

と

な

り

、

ま

し

ら

が

く

お

い
ら

く

に
な

り

、

お

い
ら

く

わ

、

き

に
か

い
り

、

か

や

と

な

り

、

か

ぜ

の
ぞ

ぶ

つ

の
、

も

た

る

た

め
す

の
、

め

で

た

さ

よ

、

こ
く

ど

の
な

は

ん
ぎ

よ

た

れ

か
さ

は

ん
ぎ

よ

さ

さ

む

ら

せ
、

さ

れ

ぽ

、

て

ん
つ

く

の
、

ま

ち

ぐ

え

か

わ

ら

の

い
け

の

か

み
、

こ
れ

も

さ

ん
ど

の
、

ほ

し

の

や

ま

を

、

い

た
だ

い
て

、

つ

る

の
せ

ん

や
、

か

め

の
ま

ん
ご

を

、

せ

る
と

か

や
、

は
あ

め

で
た

さ

よ

ー

せ

ん

し

ゅ
ぽ

ん
ぜ

ん

の
、

せ

ん

し

ゅ

ぽ

ん
ぜ

ん

の
、

ご

ゆ

わ

い

の

ま

い

な

れ

ば

、

ひ

と

か

い
は

、

も

た

る

や

、

も

た

る

や
、

か

み

に
わ

、
て

じ

よ

ほ

、

げ

じ

ょ
ほ
、

い

へ
め

ん
、

さ

く

さ

い

わ
、

お

ほ

し

ゅ
げ

ら

く

、

し

ゅ

っ
せ

い
と

わ
、

い

の
り

も

ほ
さ

ん
、

た

だ

か

の

君

の
、

百

り

ゅ

ほ
、
百

だ

い
わ

、

つ
よ

こ
ま

は

ん
ざ

い
わ

、

よ

の
あ

い

だ

i
、
は
あ

お

ほ
ぎ

た

て

ま

つ
り

ー

。

 

 

入

口
の

さ

ん
ぽ

は

い
よ

し
が

野

、を

の

よ

し
が

野

を

、
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に
は
試

に
は
か
ね
て
ぞ
植

え
し
住

吉

乃
松
住
吉
乃
松

幕
出
 
吉
野
野

の
吉
野
野

の
な
る
は

 

た
ぎ

の
水
日
は
照

る
照
る
共
常

に

 

絶
せ
ん
な
る
た
ぎ

の
水
鶴
と
亀
は

 

た
は
む
れ
て
幸
是
れ
ま

で
参
た
り

 

ん
や

e
や
あ

い
や
あ

い
可
様

に
罷
立
て
御

 
 

(都
卒
天
よ
り
ー
横
)
(牛
頭
天
王
-
横
)

 
座
候
者

は
そ
し
天
よ
り
こ
し
天
の

 

御
下
り
乃
御
と
も
申
候

三
波
申
吾

 

に
て
御
座
候

お
が

玉
の
木

の
板

に

 
 
 

(鈴
ー
横
) 
 
 
 
 
 
 
(上
求

 

黄
金

の
す

じ
を
結
び

つ
け
て
じ

ょ

 
i
横
) 
 
 
 
 
(錫
杖
-
横
)

 

ー
国
菩

提
の
さ
く
じ

ょ
と
名
を
ち

 
 

(下
化
衆
生
-
横
)

 

け

て
け
ん

に
ひ
じ

ょ
を

と
ひ
こ
め

 

賜

ふ

◎
や
あ

い
や
あ

い
吾
等
と
中

せ
ぽ
目

 

き
ぎ
鼻
き
ぎ

両
足
き

い
て
心

に
き

 
 

(
か
ど
ー
横
)

 

っ
と
謁

ど
を
以
て
候

日
ふ
き

た
ぐ

 
 
 

 
 
(な
1
横
)

 

な
く
と
も
名

を
ふ
け

よ
ー

う
た

い

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(塵
脚

 

た
く
な
く
と
も
な
ほ
謡

よ
ー
と
ー

 

陰
陽
は
ー
横
)

 

i
も
ー

い
は
水
車

た
ん
に
は
や
さ

 
 
 

 
 
 
 
(四
つ
の
轄
-
横
)

 

ん
と
は
申
せ
共
よ
し
乃
き
さ
ぎ

に

 

は
や
さ
れ
で
天
地
和
合
乃
足
を

ふ

の
な

る
わ
滝

の
水

日

わ

て

る

と

も

を

、

に

つ
ね

に
、

た

い
せ

ん
な

る
滝

の
水

、

は

い

つ
る

と

亀

は

、

た

わ

む

れ
す

、は

い
鶴

と

亀

は

た

わ

む

れ

す

、

は

い
さ

い
わ

い

こ
れ

ま

で
ま

い
ら

し

た

り

、「
や

い
や

い
や

い

こ

こ
ら

な

ん

ど
、

ど

う
ど

と

、

う

つ
な

ら

し
わ

な

に

み

て

た

も
、

ご

ん
げ

ん

の
、

お

は

や

し

か
な

、

わ

れ

ら

と

申

し
は

あ

の

も

の

か

ら
、

参

っ
て
御

座

候

ど

っ
か

ら

ま

い

て
御

座

候

。
」
テ

ン
ジ

ク

ノ

み

か

い

つ
か

ら
、

ま

い

て
御

座

候

。
」
テ

ン
ジ

ク

ノ

み

か

い

つ
に
通

り

て
わ

、

や

し
き

も

の

に
、

う

れ

て
御

座

候

。

や

し
き

も

の

に
通

り

て

わ
、

大

の

み

か

わ
、

小

の

み

か

わ
、

百

二
十

六
枚

ほ

ど
、

売

れ

て
御

座

候

。

一
枚

を

も

っ
て
蔵

を

七
蔵

張

り

こ

え

て
、

余

た

る

と

こ

ろ

は

、
こ

こ

の

つ
き

な

か
な

、

き

り
き

っ
と
、

の
が

れ

て
御

座

候

。

こ

れ
も

こ

と

ん

の

つ
よ
げ

、

い
や

い

や
、

お

り

べ

つ
、

小

そ

べ

つ
、

せ

ん

だ

つ
と

わ
、

わ
れ

ら

の

こ
と

申

す

。

沖

に
鱈

釣

り
、

し

お
風

に

ふ

か
れ

鼻

の

上
ぽ

か

り
、

ぱ

っ
と

黒

く

て
御

座

 

み
四
海
成
就
国
土
安
納
穏
舞

一
舞

 
 
 

 
 
 
 
(
へ
入
ら
ば
ー
横
)

 
も

っ
て
楽
屋
寄
ら
ぽ
や
な
ぞ
と
存

 

じ
候

⇔

や
あ

い
や
あ

い
き
き
り
き
り
き

っ

 

と
参

っ
て
御
座
候
参
た

に
付

い
て

 

久
し

い
事
を
申

し
よ
ー
や
久
し
き

 

事

に
取
て
は
目
出
た

い
事
を
申
候

 
 
 

 
 
 
 
 
 

(大
唐
は
七
帝

 

目
出
度

い
事

に
取

て
は
大
道
は
七

 

我
 
 
 
朝
は
一
帝
ー
横
)

 

三
角
我
経

は
ひ
と

三
角
大
は

ん
に

 

ゃ
六
百
巻

ホ
ケ
教
山

で
は

一
部
八

 

巻
弐
拾
八
本
に
立
て
御
座
候

よ
や

 

あ

い
や
あ

い
谷

の
真
砂

は
峯

へ
と

 

登

る
峰

の
真
砂
は
谷

へ
と
下

る
大

 

川
や
瀬

に
伏

す
大
ぽ

ん
じ

ゃ
く

こ

 

け
む
し
石
に
花

生

い
て
世
郎
左
郎

 

と
も

い
1
迄
も
代

々
以

て
此

の
所

 

に
久
し
か
る
べ
し

 

や
あ

い
や
あ

い
我
申

せ
ば
鹿
島
育

 

乃
者

な
れ
ば
か
し
ま
で
習

い
し
樫

 

間
平
子
三
島

で
習

い
し
三
島
平
子

 

上
乃
ひ
よ
子
も

下
の
ひ
よ
子
も
や

 

ひ
よ
し
合

せ
て
十

八
ひ
よ
子

お
ん

 

ひ
よ
し
整

い
て
じ

ゃ
ぐ
じ

ゃ
ぐ
じ

 

め、
っ
と

一
舞
舞

っ
て
楽
屋
を

ら
ぽ

候

。

な

べ
下

ほ
ど

黒

く

て
御

座

候

。

参

た

る
所

、
つ
ね

に

ひ

や
す

こ

と
申

。

ひ

や

す

こ
と

に
通

り

て

つ
、

正
月

ひ

し

て

、
二
日

の

こ

と

な

れ
ぽ

、
じ

と

御

礼

に
上

り

、

大

さ

か

じ
き

を

と

り

小

さ

か

づ
き

を

と

り
、

十

ニ

ク

ツ

は
、

お

さ

め

く

つ

こ
く

し

て
、

さ

ん
ば

い

の
む

と

こ
ろ
、

ま

じ

く

し

て
、

四

、

五

、

六
、

七

は

い
、

げ

っ
ぷ

か

っ
ぷ

と

の
ん

で
御

座

候

。

「
や

い
や

い
あ

そ

こ

ら

な

ん

ぞ

の
、

若

い
衆

た

つ

は
、

何

見

て

た

も

う

、

あ

っ
ち

の

へ
や

よ

り
、

こ

っ
ち

の

へ

や

よ

り
、

い
で

ぴ
き

か

け

ぴ

き

、

つ

か

ら

じ

き
、

う

で

の

な

か

い
わ

、

あ

く

ど

じ

な

ん

ど

と
見

え

て

御

座

候

。
」

「
い
や

い
や

そ

こ

ら

な

ん

じ

ょ

の
若

い
姉

さ

ん

だ

ち

わ
、

何

見

て

た

も

う

櫛

、

針
、

こ

う
が

い
、

紅

、

お

し

ろ

い
、

た

と

い
、

お

か

み

さ

ま

、

な

ん

ど

と

見

て
御

座

候

。」

「
い
や

い
や
そ

こ

ら

な

ん

ぞ

の
、

小

ぽ

こ
だ

つ
わ
、

何

見

て

た

も

親

の
を

せ

、

は

っ
ぴ

を

し

に

か

い
し

、

た

ん

こ
ぶ

な

っ
て
御

座

候

。
」
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や
ら

ん
と
存

じ
履

い
ん
や
上
を
た

 
 

(あ
い
そ
め
川
ー
横
)

れ
ば
受
そ

め
川
流

と
て
流
れ

た
や

下

を
み
だ
れ
ぼ
か
ず
ら
川

と
て
流

れ
ど

て
流
れ
た
や
浜
千
鳥

の
歩

む

様

に
な
ぎ
さ

の
鴎

の
ま
わ
る
様

に

ば
っ
と
立
て
ぽ
舞

遊
ぽ

や
く

く

「
や

い
や

い
ど

う

ど

う

わ

な

な

み

か

ど

、

わ

が

け

お

は

ひ

と

み

か

ど

、
大

般

若

六

百

か

ん

、

ほ

け

き

ょ
山

で

は

七

十

か
ん

、

峰

の
ま

さ

ご

は

谷

い
と

下

る

。

谷

の
ま

さ

ご

は

峰

い

と

上

る

。

こ

の
こ

い

ん

の
下

の
ざ

ん
ざ

ら

石

に
、

葉

が

お

い
て
、

よ

り

よ

ほ
、

さ

り

よ
ほ

、

と

ん

ぼ

り

ょ
ま

で

も
、

世

の
間

、

じ

ょ
し

と

り

と

、

踏

み

し

ず

む

が

た

め

に
ま

い
り

て
御

座

候

。」

「
や

い
や

い
さ

っ
き

に
ま

い
ら

し

た

る

、

翁

の

の
そ

う
そ

く

わ

、
伊

勢

し

ん

め

て

い
そ

大
神

宮

お
.し

ま

せ

た

も

、

そ

げ

ん

の
面

を
顔

に
あ

て

、

か

り

き

ん

の
袖

を

ふ
り

か

い
し

、

ふ

り

も

ど

し

、

こ

の
こ

い
ん

の
し

た

の

ざ

ん

ざ

ら

い
し

に
葉

が

お

い
て

、

よ

り

ょ

ほ
、

さ

り

ょ
ほ

、
と

ん

ぼ

り

ょ
が

、

水

車

、

じ

ょ
し

と

り

と

踏

み

し
ず

む

が

た

め
に

ま

い
り

て
御

座

候

。」

「
い
や

い

い
や
、

わ

れ

ら

と
申

す

は

に
し

ま

で

な

ら

い
ば

、

に

し

ま
び

う

す

、

か

し

ま

で

な

ら

い
ば

、

か

し

ま

び

う

す

、
上

の
ひ

よ

し
も

や

ひ

よ

し

、

下

の

ひ
よ

し

も

や

ひ

よ

し
、

あ

わ

せ

 

次

に
翁

と
三
番
変

の
舞

の
次
第
を
記
す
。
翁
は
直
面

に
翁
烏
帽

子
、

袴
、
白
扇

を
も

っ
て

「
拝
礼
」
と

「
幕
出
」

く
り
し
た
テ

ン
ポ
で
順
逆

に
舞

い
、
扇

の
舞
が
終
る
と
翁

の
自

己
紹

介

の

の
翁
と
申

す
は
…
…
」

の
歌
が
入
る
。

こ
の
後

幕
内

へ
入
る
か
、

頭
だ
け
入
れ
て
、
白
尉
面
を

つ
け

て
出

て
来
て
、

面
を

つ
け
て
か
ら
の
動
作
は
軽

々
し
て

い
る
。
「
千
秋
万
歳
」

上
田
屋
、

蒲
野
沢
、
鹿
橋
、
入

口
等

の
部
落

で
は
、

き
て
、
り
ん
ご

や
み
か
ん
等

の
贈
物
を
す
る
。
又
子
供
を
舞

台

の
幕

内

へ
引
き

こ
ん
で
顔

に
墨

を
塗

り
、

お
み
や
げ
を
与
え

て
帰
す
。

こ
こ
で

の
翁
は

こ
と
ぽ

に
よ
る
祝
言
、
祈
、帽
を
す

る
だ
け

で
は
な
く
、
実
際

に
物

を
恵
み
、
与
え

る
存

在
で
あ
る
。

 

三
番
曳

は
三
番
さ

る
こ
う
と
も
言

い
、
詞
章
に
バ
リ

エ
ー

シ

ョ
ン
が
み
ら
れ

る
。

こ
れ

は
能
舞

に
限

っ
た

こ
と
で
は
な
く
、
他

の
山
伏
神
楽

に
も
目
立

つ
傾

向

で
あ

る
。
本

田
安
次
氏
は

こ
の
こ
と
を
、 

「
も
と
沙
門
語

り

(
間

の
狂
言
)

で
も
あ

っ
た
が
故

に
、

色
々
の
伝
が
、
少
く
と
も
色

々
の
改

の
型
が

あ

っ
た

の

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

⑳

で
は
な

い
か
と
思

ふ
。
」

と
述
べ

て
い
る
。

三
番
曳
は
始

め
か
ら
切
顎

の
黒
尉

而

を

つ
け

て
い
る
。

三
番
烏
帽
.士
を
か
ぶ
り
、

補
衿
を
重
ね
着

し
て
、

上

の
福

て
く
わ

せ
て
十

六
ひ
う
す
」
あ
わ

せ

て
く
わ

せ
て
十
六
ひ

う
す
、

い
や

い

や
さ

つ
き
ま
で
又
ま

い
て
御
座
候
。

た

ん
と
ま
く
て
御
座
候
、

い
や

い
や

上
を
見

た
れ
ぽ
あ

い
そ
め
川
と
て
な

が
れ
く

る
。
下
を
見
た
れ
ば

か
つ
ら

川
と
て
流
れ
く
る
。
中

を
見

た
れ
ぽ

な
ど
り
川
と
て
流

れ
く
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
狩
衣

に

 

の
歌
が
終
る
と
登
場
す
る
。
ゆ

っ

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

「
こ

 
 
 
 
 
 
 
 

 
又
は
幕
内

へ

 
 
 
ゆ

っ
く
り
四
方
を
ま
わ
る
。

 
 
 
 
 
 
 

の
歌
が
終
る
と
、

 
 
 
 
翁
が
見
物
席

ま
で
降
り

て
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衿

の
両
肌
を
ぬ
ぐ

ぬ
ぎ

だ
れ
か
千
早

を
着

て
、
そ

の
上
に
た
す
き

を
か
け

る
。

袴

は
た

っ
つ
け
か
平
袴
。
背

に
錫
杖

を
差

し
、
手

に
白
扇

を
も

つ
。
 
「
拝
礼
」

の
歌
が
終
る
と
幕

が
あ
き
、
三
番
曳

は
後
向
き

に
登
場
す

る
。

二
人

の
介
添
が

幕
を
も
ち
、
三
番
里
と
三
人
で
は
ね
る
Q
四
隅
を
ま
わ

っ
て
扇

の
舞
が

入
り
、

e

の
自
己
紹

介

の
と
き
は
立

っ
た
ま
ま
錫
杖
を
振
る
。
歌
が
終

る
と
嘘
子
が

入

り
、
烏

飛
び
と

い
わ
れ
る
片
足
と
び
で
舞

う
。
㊨

の
歌

の
あ
と
片

足
と
び
、

両

足
と
び
が
入
り
、
幕
を
手

で
も

っ
て
さ
ら
に
片
足
と
び
を
演
じ
、
幕

を
肩

に
か

け
た
ま
ま
す
わ
り
、

二
拍
し
て
、
内

縛
、
外
縛

の
印
を
結

び
、

九
字

を
切
る
よ

う
な
振
り
を
し
て
退
場
す
る
。

 

以
L

の
資

料
か
ら
翁
と
三
番
曳

の
舞
と
詞
坐
を
分
析
し
て
み
た

い
。

三
番
曳

の
詞
章

は
翁

の
も

ど
き
と

い
う
だ
け

で
は
な
く
土
地
の
人

々
の
生
活
感
情

を
取

り
入
れ
て

い
る
.
そ

の
内

容
は
牛
頭

天
王

の
供
を
し
て
都
卒

天
よ
り
下

っ
て
来

て
、
お
が

玉
の
木

の
枝

に
黄
金

の
鈴

を

つ
け
て
錫
杖

と
し
て
、
下
化
衆
生
を
願

う
。
歌

と
笛

に
は
や
さ
れ
て
天
地
和
合

の
足
を
踏

み
、
圏
土
安
穏

の

舞

を

舞

う
。

目
出

た

い
事
、
久

し

い
事

の
物
尽

し
を
述

べ
、

拍
子

に
あ

わ
せ
て
鴎

の
よ

う
に
舞

い
納

め
る
Q

こ
の
バ

リ

エ
ー
シ

ョ
ン
と
し
て
入

口
部
落

の
も

の
は
、
物

を
売

り
、
魚
を
釣

り
、
酒

を
飲

ん
で
よ

っ
ば
ら

い
、
若

い
娘

の
好

む
物
尽

し
を

述

べ
て
、
翁

の
行
為

を
ち
ぬ、
か
す
。

 

こ
れ

ら
は
翁

の
も
ど
き

で
あ
る
と
共

に
、
土

地
の
人

々
の
日
常
生
活

の
も
ど

き

で
も
あ
る
。
翁
が
延
年
を
祈

幅
し
、
延
命
長
寿

を
寿
ぎ
、
千
秋
万
歳

の
御
祝

を
舞

お
う
と

い
う
、

ハ
レ
の
世
界
、
聖
な
る
世
界

を
実
現

さ
せ
よ
う
と

い
う
目

的
を
う
た

い
こ
め
る

の
に
対
し
、

三
番
曳

は
そ

の
翁

の
世
界
を
と
き

ほ
ぐ
し
、

現
実

の
世

の
中
を
う
た

い
あ
げ
る
。
さ
ら
に
日
常

の
生
活
も
お
も

し
ろ
お
か
し

く
ち

ゃ
か
し
て
し
ま

う
。

三
番
曳

は
翁

の
聖
の
世
界

に
対
立
す
る
俗

の
世
界

の

代
表

で
あ

り
、
翁

の
行

為
を
も
ど
く
だ
け

で
は
な
く
、

そ
れ

を
受
け

入
れ

る
村

人

の
生
活

を
も
も

ど
い
て
い
る
。
こ

の
三
番
翌

を
聖
な

る
存
在

に
対
立
す

る
者

と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
聖
と
俗
の
両
方

の
世
界

の
融
合
を
試

み
る
老

と
受
け

と
め
た

い
。
聖
な
る
来
訪
神
を
受
け
入
れ
る
に
は
、
俗
な
る
世
界

に
い
る
村
人

の
中

か
ら
、
他
方

へ
と
働
き

か
け
る
行
為
者
が
嵐
現

し
て
く
る
必
要
が
あ

る
。

翁

の
う
た
う
天
照
大
神

に
対

し
て
、
荒

ぶ
る
神

で
あ

る
牛
頭
天

王
が

三
番
曳

の

詞
章

に
登
場
し
て
く
る
。
牛
頭
天
王
は

一
歩
対

し
方

を
ま
ち
が

え
ぽ
荒

ぶ
る
神

に
な
り
え
る
可
能
性

を
も

っ
た
恐
ろ
し

い
神

で
あ

る
が
、
民
衆

に
と

っ
て
は
悪

疫

や
悪
魔

を
払

っ
て
く

れ
る
た
の
も

し
い
存
在

で
あ

る
9
そ

の
神

の
供

を
し
て

天
降

り
し
た
三
番
曳

は
、
天
照
大
神
か
ら
諸
金

の
面

を
賜

っ
た
と

い
う
翁

よ
り

は
、

よ
ほ
ど
日
常

生
活

に
直
接
結
び

つ
い
て
い
る
。
翁
が
延
命
長
寿
、
千
秋

万

歳

の
祈

幅
を
舞

い
込

め
る
目
的
を
も

つ
の
に
対

し
て
、

三
番
曳

は
笛

や
謡

に
あ

わ
せ
て
舞

を
舞

い
、
鴎

の
よ
う

に
舞

い
遊

ぶ
の
だ
と

い
う
。
祝
福

の
目
的
も

さ

る
こ
と
な
が

ら
、
芸
能
を
演
じ
て
み
せ
る
と
い
う

こ
と

に
も
大
き
な
比
重
が
占

め
ら
れ

て

い
る
。

さ
ら

に
身

に
着

け
て
い
る
衣
装
も
、
翁
は
狩
衣
を
着

て
袴

を

は
い
た
正
装

を
し
て
い
る
が
、
三
番
曳

は
ぬ
ぎ
だ
れ

に
た

っ
つ
け
袴
を

は
き
、

た
す
き

を
か
け

て
い
る
。

こ
れ
は
あ
き

ら
か
に
日
常
着
、
労
働
着

の
イ
メ
ー
ジ

で
あ

る
Q
そ

し
て
翁
は
神
聖
な
色
で
あ

る
白

の
面
を

つ
け
て

い
る
が
、

三
番
隻

は
そ
れ
と
対
立
す

ろ
黒

の
面
を

つ
け

て
い
る
。
黒
は
暗

い
と
か
死

に
結
び

つ
く

色

で
も
あ

る
。

し
か
し
こ
の
場
合
の
黒

は
死
そ

の
も

の
と
だ
け

か
か
わ

っ
て
い

る

の
で
は
な

い
。

こ
こ
で
は
再
生

へ
と

つ
な
が

っ
て
ゆ
く
黒

で
あ
る
。
第

三
章

の

「
三
番
翌

の
伝
承
」

の
中

で
み
て
き

た
よ
う

に
、
再
生
、
復

活

の
神
話
が
具

体
的

に
三
番
曳

の
身

の
上

に
重
ね
て
語

ら
れ

て
い
る
Q

こ
の
伝
承

に
表
現

さ
れ

て

い
る
吾

の
性
格
を
ふ
り
か
え

っ
て
み

る
と
、
呪

力
を
持

っ
た
宗
教
者
と

し
て

の
要

素
は
オ
キ
ナ

の
方

に
よ
り
強
く
残

っ
て
い
る
。

サ
ソ
バ
は
オ
キ

ナ
に
よ

っ

て
再

生
さ
れ
、

カ
ミ
か
ら
指
名
さ
れ
た
存
在
と
な

っ
た
。
オ
キ

ナ
と

か
か
わ
る
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以
前

の
サ
ン
バ
は
木

を
伐

る
木
樵

り
で
あ

っ
た
。
彼

の
中

に
は
非
農
耕
的
、
非

漁
業
的
な
要
素
が
み
ら
れ
、
時

と
し
て
は
そ

の
土
地
に
根

を
お
ろ

し

て

い

な

い
、
旅
を
す
る
者

の
要

素
さ
え
う
か
が
え
た
、
三
番
曳

の
話
と
し
て
語

ら
れ

て

き

た
こ
の
伝
承

の
主
人

公
は
、
能
舞

を
演

じ
て
村

々
を
ま
わ

っ
て
歩

く
芸
能
者

の
立
場

に
も
近

い
。
遠

い
昔
、

里
に
定
住

す
る

こ
と
な
く
流
浪
し
て
歩

い
た
で

あ

ろ
う
遊
行
聖

の
面
影

さ
え
浮

か
ん
で
く
る
。
し

か
し

一
方

で
は
現
実

の
生
活

者

の
側

に
も
近

い
。

こ
の
話

の
主
人
公
は
使

わ
れ
人
と
し
て
働

く

者

で

あ

っ

た
。
日

々
の
労
働

に
従

事
し
て
、

ハ
レ
の
日
に
芸
能
を
見
物
す
る
観
客

の
立
場

に
も
立

っ
て

い
る
の
だ
。

三
番
曳

の
伝

承
を
通

し

て
表
現
さ

れ

て

い

る
世
界

は
、
演
者
と
観
客

の
両
方

に
か
か
わ

っ
て

い
る
者

の
、
両
方

の
側
か
ら
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ

ィ
を
感
じ
さ
せ
る
者

の
神
話

世
界

で
あ
る
と
考
え
る

こ

と

が

で

き

る
。
翁
と
三
番
曳

は
前
述

の
よ
う
に
対

立
し
た
構
造

を
も

っ
て
お
り
、
そ
れ
は

聖

な
る
世
界

の
代
表
老

と
し
て
の
白
尉

の
翁
対

、
俗

の
世
界

の
黒
尉

の
三
番
曳

と

い
う
よ
う
に
と
ら
え
る
こ
と
が

で
き

る
と
思

う
。
し
か
し

こ
の
二
項

対
立

は

同
価
値

の
対
立
で
は
な

い
。
白

い
翁

は
聖
な
る
世
界

に
か
か
わ

っ
て

い
る
と
い

う
点
で
、
黒

い
三
番
豊

の
属

す
る
俗

の
世
界

よ
り
も
優
位

に
位
置

し
て

い
る
。

三
番
豊

の
役
割
は
聖
な
る
世
界

の
優
位
性

を
、
俗

の
世
界

に
引

き
入
れ
る
こ
と

に
あ
る

の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。

こ
と
ぽ

を
変

え
て
言
え
ぽ
延

命
長
寿
、
千
秋

万
歳
と

い

っ
た
翁

の
舞

の
目
的
を
、

俗

の
世
界

か
ら

一
歩

飛
び
出
し
て
聖
の
世

界

に
入
り
こ
ん
で
、

こ
れ
を
も
ど

い
て
み
せ
、

俗

の
世
界

に
引

き
こ
も

う
と
す

る
も

の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
三
番
翌

は
伝

承
の
中

で
死
と
再

生
の
体
験
を
経

た
存
在
と
し
て
登
場
し
て
く

る
。

三
番
曳

は
俗

の
世
界

の
代
表
者

と
し
て
の
性

格
を
多
分

に
も

ち
な
が

ら
、
聖

の
世
界

と
か
か
わ
る
た
め
に
は
、
異
常

な
体
験

を

し
た
者
で
な
け
れ
ぽ

な
ら
な
か

っ
た
。

 
現
実

の
世
界

に
話
を
も
ど
し
て
み
る
と
、
呪
術

、
祈
疇

の
能
力
を
も

っ
た
能

舞

の
継
承
者

で
あ

る
修
験
者

は
、
周
辺

の
部
落

の
人

々
数
人
を
伴

っ
て
春
祈
疇

に
歩

い
た
。
そ

し
て
現
在
修
験
者
と
共

に
能
舞

に
歩

い
た
経
験
を

も

つ

人

々

は
、
師
匠
所
と

さ
れ

る
部
落

の
長
老

た
ち
で
あ

る
。
ま
た
三
番
聖

の
伝
承
を
伝

え
て

い
る
の
は
、
部
落

の
神
楽
団

の
長
老
、
神
楽
宿

の
主
人
、
修
験
者

と
共

に

春
祈
疇

に
歩

い
た
人

々
で
あ

る
。
神
楽

の
知
識
や
芸
を
も

っ
て

い
る
人
は
、
伝

承
も
管

理
し
て

い
る
と

い
う

こ
と
が
わ

か
る
。
神
楽
宿

の
家
は
部
落

の
産
土

を

管

理
し
て

い
る
場
合
が
多
く
、
下
別
当
と

よ
ぼ
れ

て
い
る
。
実

際
に
修

験
者

が

廻

っ
て
来

る
こ
と
が
な
く

な

っ
た
今

で
は
、
下
別
当

の
家

の
主
人
が
修

験
者

の

役

割
を
担

っ
て
、
能
舞

の
場

で
必
要
な
祈
疇
を
行

っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
人
達

に
よ

っ
て
三
番
曳

の
話

は
管

理
さ
れ
、
伝
承

さ
れ

て
い

っ
た
。
彼
ら
は
芸
能
集

団

の
代
表

で
あ

り
、
又
村

人
の
代
表

で
も
あ

る
。
彼
ら
は
三
番

里
を
演

じ
る
こ

と
で
、
村
人

の
願

い
や
要
望
を
聞
き
と
ど
け
、
同
時

に
三
番
隻

の
中

に
自

己
を

同

一
化

し
て
い

っ
た
。

三
番
翌

は
、
村
人
を
代
表

し
て
能
舞
を
演
じ
る
人

々
の

思

い
を
表
出

し
た
象
徴

で
あ

り
、
そ

こ
に
村
人
は
自
己

の
ア
イ
デ

ン
テ

ィ
テ

ィ

を
求

め
て

い
る
、
と
考
え

る
こ
と
が

で
き

る
よ
う

に
思
う
。

注
1
 
五
戸
の
年
行
事
を
務
め
た
本
山
派
修
験
で
あ

っ
た
多
門
院
に
伝
わ
る

「多
門
院
文

書
」
を
調
べ
た
渡
辺
伸
夫
氏
は
、 

「多
門
院
文
書
の
神
楽
史
料
」
の
中
で
こ
の
資
料

 

(資
料
13
)
を
寛
政
頃
と
推
定
さ
れ
た
。 
(
三
五
ぺ
ー
ジ

『民
俗
と
歴
史
』
第
四
号

民
俗
と
歴
史
の
会
 

一
九
七
七
)

}
方
、 

『横
浜
町
誌
資
料
第

】
集

神
社
編

横

 
浜
町
誌
編
纂
委
員
会
 
昭
和
五
三
年
四
月
』
に
あ
る
同
資
料
解
説
で
は
、

一
七
七
〇

年
代
の
も
の

(
四
〇
八
.へ
ー
ジ
)
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

2
 
嘉
永
二
年
の

「霞
証
文
の
事
」
や
同
じ
喜
永
二
年
の

「権
現
廻
免
状
の
事
」
と
い

 
つ
た
文
書
が
菊
池
家
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

3
 
井
浦
芳
信
氏
は
能
舞
を
①
儀
礼
舞
、
②
祈
疇
舞
、
③
武
士
舞
、
④
道
化
舞
の
四
種
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に
部
類
分
け

し
た
。

(『
日
本
演
劇
史
』
至
文
堂
 
昭

和
三
八
年
)

 
 

筆
者

は
権
現
舞
を
独
立
さ

せ
て
、
井
浦
氏

の
四
項
目

の
分
類
に

一
項

日
加

え
て
、

 

能
舞

を
五
項
目
に
分
類
し

て
み
た
。
井
浦

氏
の
分
類

は
、
本
田
安

次
氏
の
分
類
(
『山

 

伏
神
楽

・
番
楽
』
斉
藤
報
恩
会
 
昭
和

一
七
年
 
井
揚
書
店
複
刻

 
昭
和

四
六
年
)

 

に
よ
る
式
舞

に
儀

礼
舞
が
、
番
楽
舞
に
武
士
舞
が
相
当
す

る
。
祈
疇
舞

の
部
類

は
井

 

浦
氏

の
方
法
論
に
よ
り
、
筆

者
も
そ
れ
に
従

っ
た
。

4
 

井
浦
芳
信

前
掲

5
 

山
形
県
飽
海
郡
遊
佐
町

の
杉
沢

・
比
山
番

楽
で
は
、
飛

ぶ

・
は
ね
る

の
基
本
動
作

 

の
あ
る
三
番
翌

の
舞
を
初
参
加

の
少
年

の
舞

と
し
て
い
る
。

こ
の
舞

の
技
術
を
身
に

 

つ
け
る
こ
と
で
、
他

の
荒
舞

の
芸
す
べ
て
に
通
じ
る
こ
と
が

で
き

る
と
言
わ
れ

て
い

 

る
。

6
 

司
東
真
雄

・
沼

山
源
喜

治
共
編

『岩
手

の
獅

子
頭

(権

現
さ
ま
)
』
北
上
史
談
会

 

昭

和
五
〇
年

=

月

7
 
本

田
安
次

『山
伏
神
楽

・
番
楽
』

=

五
ぺ
ー
ジ
 

斉
藤
報
恩
会
 
昭
和

一
七
年

 

=

月
 
井
場
書
店
複
刻
 
昭
和

四
六
年

六
月

8
 
山
伏

と
扇

に

つ
い
て
は
、

五
来
重
氏
が

『修
験
道
入
門
』 

(角
川
書

店
 
昭

和
五

 

五
八
月
)

に
例
を
引

い
て
述

べ
て
お
ら
れ

る

(
三
七
〇
～
三
七
四
ぺ
ー
ジ
)

9
 

『三
山
雅
集

』
(宝
永

七
年
版
 
戸
川
安
章
解
説
 
東
北
出
版
企
画
 
昭
和

四
九
年

 

八
月
)

三

一
ぺ
ー
ジ

ー0
 
翁

の
詞
章

は
同

一
内
容

の
も

の
が
ほ
と
ん
ど
な

の
で
、
大
利
部
落

の
詞
章
を

こ
こ

 

に
取
り
あ
げ
、
意
味
内
容

の
不
明
の
も
の
を
、
上
田
屋
と
蒲
野
沢
の
詞
章
を
並

べ
て

 

お
ぎ
な

っ
た
。
「上
」

は
上

田
屋
部
落
を
、

「蒲
」
は
蒲
野
沢
部
落
を
示
す
。

又
三
番

 

嬰

の
詞
章
は
東
通
村
各
部

落

の
詞
章
で
は
意
味

が
と
れ
な

い
部
分
を
、
横
浜
町

の
詞

 
章

で
な
ぎ
な

っ
た
。
(前
掲
書
)

各
部
落

の
詞
章

は
筆
記
さ
れ
た
時
代
が
新
し
く
、

 

口
述
に
よ

っ
て
伝

え
ら
れ
て
き
た
た
め
に
意
味
が

わ
か
ら
な
く
な

っ
て
い
る
部
分
も

 
あ

る
が
、
本

田
氏

の

『山
伏
神
楽

、
番
楽
』
な

ど
を
参
照

に
す

る
と
、
意
味
が
わ
か

 

っ
て
く
る
部
分
も
多

い
。

こ
こ
に
掲
載

し
た
各
詞
章

は
、
東
通
村
各
部
落

の
師
匠
方

 

の
御
好
意

で
ゆ
ず

っ
て
頂

い
た
り
、

コ
ピ
ー
を
し
て
頂

い
た
。
記
し
て
謝
意

と
し
た

 

い
。

11
 

本
田
安
次
 
前
掲
書
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