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令
和
二
年
度

「
地
域
の
伝
統
文
化
の
継
承
・
発
展
活
動
」

　
　

 

に
対
す
る
費
用
助
成
希
望
受
付
開
始

　

公
益
財
団
法
人
明
治
安
田
ク
オ
リ
テ
ィ

オ
ブ
ラ
イ
フ
文
化
財
団
で
は
、
平
成
三
年

六
月
に
財
団
を
設
立
以
来
、
地
域
に
伝
承

さ
れ
て
き
た
「
地
域
の
伝
統
文
化
の
継

承
・
発
展
活
動
」
と
く
に
後
継
者
の
育
成

に
必
要
な
諸
活
動
に
対
す
る
助
成
を
行

な
っ
て
い
ま
す
。
令
和
二
年
度
で
三
十
回

目
を
む
か
え
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
に
行
な
っ
た
助
成
は
、
累
計

一
二
二
二
件
と
な
り
、
そ
の
地
域
も
全
国

の
都
道
府
県
に
及
ん
で
い
ま
す
。

　

令
和
二
年
度
も
以
下
の
内
容
に
よ
り
公

募
を
行
な
い
ま
す
。

　

詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
各
都
道
府
県

の
教
育
委
員
会
ま
た
は
知
事
部
局
の
文
化

関
係
所
管
課
に
送
付
し
て
あ
り
ま
す
「
令

和
二
年
度
助
成
申
込
要
領
」
を
ご
覧
い
た

だ
き
、
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
申
込
要
領
の
詳
細
は
、
財
団
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

『
申
込
要
領
の
概
要
』

　
〔
助
成
対
象
〕

　
「
地
域
の
民
俗
芸
能
」「
地
域
の
民
俗
技

術
」
の
継
承
、
と
く
に
後
継
者
育
成
の
た
め

の
諸
活
動
に
努
力
を
し
て
い
る
個
人
ま
た
は

団
体
。

　
〔
助
成
の
条
件
〕

　

令
和
二
年
度
（
二
〇
二
一
年
三
月
ま
で
）

に
後
継
者
育
成
を
目
的
と
す
る
諸
費
用
（
道

具
整
備
費
、
製
作
材
料
費
、
育
成
研
修
費
、

記
録
保
存
費
用
な
ど
）
の
支
出
を
予
定
し
て

い
る
こ
と
。
そ
の
支
出
を
賄
う
た
め
に
、
外

部
か
ら
の
資
金
協
力
が
緊
急
不
可
欠
で
あ
る

こ
と
。

　
〔
申
込
手
続
〕

一
、
提
出
書
類

　
　
「
申
込
書
」（
所
定
用
紙
）

　
　
「
推
薦
書
」（
所
定
用
紙
）

　
　
「
活
動
状
況
が
わ
か
る
写
真
」

　
　
「
直
近
の
収
支
決
算
書
（
写
）」

　
　
「
参
考
資
料
」
等

二 

、
申
込
に
際
し
、｢

推
薦
書｣

に
各
都
道
府

県
の
教
育
委
員
会
ま
た
は
知
事
部
局
の
文

化
関
係
所
管
課
の
推
薦
・
捺
印
を
受
け
て

く
だ
さ
い
。

　
〔
手
続
日
程
〕

一
、
申
込
期
限

　
　

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日
（
金
）

二
、
結
果
発
表

　
　

令
和
二
年
三
月
下
旬
（
予
定
）

　
〔
選
考
方
法
手
続
〕

　

提
出
書
類
に
基
づ
き
当
財
団
の
選
考
委
員

会
で
厳
正
に
審
査
し
、
理
事
会
に
答
申
し
て

決
定
し
ま
す
。

　
〔
助
成
金
額
〕

一
、
民
俗
芸
能
へ
の
助
成
は
、

　
　
　
　

一
件
に
つ
き
七
〇
万
円
が
限
度

二
、
民
俗
技
術
へ
の
助
成
は
、

　
　
　
　

一
件
に
つ
き
四
〇
万
円
が
限
度

〔
伝
統
文
化
分
野
選
考
委
員
〕

委
員
長　

小
島 

美
子

　
　
　
（ 

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
名
誉
教
授
）

委　

員　

天
野 

武

　
　
　
（
儀
礼
文
化
学
会
名
誉
会
員
）

委　

員　

田
中 

宣
一

　
　
　
（
成
城
大
学
名
誉
教
授
）

委　

員　

田
村 

善
次
郎

　
　
　
（
武
蔵
野
美
術
大
学
名
誉
教
授
）

委　

員　

西
角
井 

正
大

　
　
　
（
国
立
劇
場
お
き
な
わ
運
営
財
団
理
事
）

委　

員　

星
野 

紘

　
　
　
（
東
京
文
化
財
研
究
所
名
誉
研
究
員
）

委　

員　

渡
辺 

行
信

　
　
　
（
当
財
団
評
議
員
）

 

〈
敬
称
略
〉

島根県大田市「土江子ども神楽団」（令和元年度助成先）の『天神』（撮影：令和元年７月）
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こ
の
十
年
位
、
秋
に
は
友
人
の

上
西
（
う
え
に
し
）
律
子
さ
ん
と

島
根
県
出
雲
地
方
に
勉
強
に
行
っ

て
い
る
。
出
雲
は
一
般
に
考
え
ら

れ
て
い
る
よ
り
も
さ
ら
に
歴
史
は

古
く
勢
力
も
強
か
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
ヤ
マ
ト
の
勢
力
に
「
国
譲
り
」

す
る
以
前
は
、
恐
ら
く
中
国
地
方

か
ら
紀
伊
半
島
も
含
む
近
畿
地

方
、
さ
ら
に
三
重
県
、
愛
知
県
か

ら
長
野
県
の
一
部
位
ま
で
も
掌
握

し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は

考
え
て
い
る
。
そ
れ
故
ヤ
マ
ト
に

と
っ
て
一
番
大
き
な
脅
威
は
出
雲

だ
っ
た
の
で
、
古
事
記
で
は
多
く

を
占
め
て
い
る
出
雲
神
話
を
、
日

本
書
紀
で
は
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ

て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

実
際
に
出
雲
を
歩
く
と
、
古
代

史
に
出
て
く
る
地
名
が
至
る
所
で

ご
く
当
り
前
の
よ
う
に
使
わ
れ
て

い
る
。

　

出
雲
の
幡
屋
神
社
の
波
多
野
竹

彦
宮
司
は
、
と
て
も
研
究
熱
心
で

愉
快
な
方
な
の
で
、
私
た
ち
は
教

え
て
い
た
だ
い
た
り
、
こ
ち
ら
か

ら
少
し
ば
か
り
の
智
恵
を
提
供
し

た
り
し
て
い
る
。
幡
屋
神
社
は
元

は
山
の
中
腹
に
大
き
な
神
社
が

あ
っ
た
の
だ
が
、
台
風
で
こ
わ
れ

て
し
ま
い
、
今
は
山
の
麓
に
余
り

大
き
く
な
い
神
社
を
建
て
て
い

る
。
し
か
し
「
出
雲
国
風
土
記
」
に

も
記
さ
れ
て
い
る
古
社
で
あ
る
。

幡
屋
は
こ
と
ば
通
り
の
機
屋
（
は

た
や
）
で
、
織
物
の
神
様
だ
が
、
古

く
か
ら
神
へ
の
最
も
大
事
な
捧
げ

物
は
絹
の
布
で
あ
っ
た
か
ら
重
要

な
神
社
で
あ
る
。

　

出
雲
の
神
官
さ
ん
た
ち
の
間
で

は
、
今
の
神
社
神
道
以
前
の
神
道

に
戻
る
べ
き
か
な
ど
の
議
論
も
あ

る
よ
う
で
、
私
た
ち
も
素
人
な
り

に
意
見
を
述
べ
た
り
し
て
い
る
。

　

ま
た
私
は
神
楽
の
基
本
で
あ
る

採
物
（
と
り
も
の
）
の
舞
（
御
幣

や
榊
、
鈴
な
ど
霊
力
を
持
つ
と
考

え
ら
れ
て
い
る
も
の
を
手
に
し
て

舞
う
舞
）
は
、
こ
の
頃
流
行
の
ギ

ラ
ギ
ラ
し
た
衣
装
で
は
な
く
、
神

官
さ
ん
た
ち
が
神
事
の
時
に
着
る

白
い
絹
の
浄
衣
（
じ
ょ
う
え
）
で

舞
う
べ
き
で
は
な
い
か
と
波
多
野

宮
司
に
提
案
し
て
み
た
。
す
る
と

彼
は
、
浄
衣
は
電
気
の
明
り
で
は

な
く
、
ろ
う
そ
く
か
篝
火
（
か
が

り
び
）
の
明
り
の
方
が
美
し
く
映

え
る
と
い
い
、
そ
れ
を
氏
子
さ
ん

と
話
し
て
次
の
祭
か
ら
実
現
し
て

く
れ
た
。
氏
子
さ
ん
た
ち
も
そ
う

い
う
相
談
に
は
気
持
よ
く
の
っ
て

く
れ
る
い
い
方
た
ち
な
の
で
あ

る
。
私
た
ち
は
今
年
も
秋
の
祭
に

お
参
り
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

さ
て
出
雲
で
は
も
う
一
つ
、
一

般
に
は
余
り
知
ら
れ
て
い
な
い

が
、
歴
史
的
に
も
、
ま
た
一
般
の

住
民
た
ち
が
自
ら
作
り
上
げ
、
大

切
に
伝
え
て
き
た
と
い
う
意
味
で

も
、
ひ
じ
ょ
う
に
貴
重
な
祭
り
に

出
会
う
こ
と
が
で
き
た
。飯
石
（
い

い
い
し
）
郡
飯
南
（
い
い
な
ん
）
町

頓
原
（
と
ん
ば
ら
）
の
由
来
（
ゆ

き
）
八
幡
宮
で
毎
年
行
な
わ
れ
て

い
る
「
姫
之
飯
（
い
）
神
事
」
で

あ
る
。

　

私
た
ち
は
地
元
出
版
の
り
っ
ぱ

な
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
な
ど
を
参
考
に

あ
ち
ら
こ
ち
ら
の
神
社
を
尋
ね
歩

い
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
記
事
の

中
に
大
国
主
命
が
弾
い
た
コ
ト
が

あ
る
と
い
う
伝
承
を
も
つ
琴
引
山

が
あ
っ
た
。
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
は
ス

サ
ノ
オ
の
娘
ス
セ
リ
ヒ
メ
と
仲
好

く
な
っ
て
、
ス
サ
ノ
オ
か
ら
さ
ん

ざ
ん
試
さ
れ
た
後
、
逃
げ
出
す
時

に
、
コ
ト
も
持
っ
て
い
っ
た
と
古

事
記
に
は
書
い
て
あ
る
。
だ
か
ら

行
っ
て
み
よ
う
と
二
人
で
勇
ん
で

い
っ
た
も
の
の
道
が
わ
か
ら
な

い
。
そ
れ
で
関
係
が
あ
り
そ
う
な

由
来
八
幡
宮
を
お
訪
ね
し
て
み

た
。
深
い
森
に
囲
ま
れ
た
由
緒
あ

り
げ
な
神
社
で
景
山
健
宮
司
に
お

会
い
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の

お
話
に
よ
る
と
、
こ
の
神
社
の
行

事
の
一
つ
に
「
姫
之
飯
神
事
」
と

い
う
大
変
面
白
い
神
事
が
あ
る
と

い
う
。
し
か
も
飯
南
町
は
出
雲
の

西
南
端
に
あ
っ
て
中
国
山
脈
の
裾

野
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の

で
、
県
外
の
研
究
者
は
行
か
な
い

ら
し
く
、
私
た
ち
も
二
年
後
に
よ

う
や
く
お
訪
ね
す
る
こ
と
が
で
き

た
。

　

こ
の
祭
は
十
一
月
七
日
午
前
中

に
神
社
で
普
通
の
神
事
が
行
な
わ

れ
、
御
神
体
を
移
し
た
御
輿
を
氏

子
さ
ん
た
ち
が
か
つ
い
で
山
を
降

り
て
町
の
中
を
行
く
。
と
こ
ろ
が

神
社
と
ま
っ
た
く
同
じ
頃
、
同
じ

よ
う
に
神
事
を
行
な
っ
て
い
る
所

が
あ
る
。
こ
れ
は
頭
屋
（
と
う
や
）

と
い
う
神
事
な
ど
の
お
世
話
す
る

組
織
の
今
年
の
当
番
の
所
で
あ

る
。
頓
原
地
域
の
十
一
地
区
を
そ

れ
ぞ
れ
上
中
下
に
分
け
て
三
十
三

組
を
作
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
組
が

三
十
三
年
に
一
回
だ
け
頭
屋
を
つ

と
め
れ
ば
い
い
と
い
う
、
う
ま
く

計
算
さ
れ
た
組
織
で
あ
る
。
だ
か

ら
頭
屋
に
当
た
っ
た
組
は
、
他
所

に
負
け
な
い
よ
う
に
伝
統
を
し
っ

か
り
と
守
り
、
盛
ん
に
つ
と
め
る

こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
頭
屋
で
の
神
事
は
、
十
月

一
日
に
注
連
下
し
（
し
め
お
ろ
し
）

と
い
う
神
事
で
田
の
中
に
御
霊
代

宮
（
み
た
ま
し
ろ
ぐ
う
）
と
い
う

小
さ
な
宮
を
造
っ
て
由
来
八
幡
宮

の
霊
を
迎
え
て
あ
る
の
を
拝
ん
で

い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し

よ
く
考
え
て
み
る
と
御
霊
代
宮
は

新
し
く
稔
っ
た
稲
の
霊
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
由
来
八
幡
宮
の
霊
な

ら
ば
わ
ざ
わ
ざ
新
し
く
稲
が
稔
っ

た
田
ん
ぼ
の
中
に
宮
を
造
る
必
要

は
な
い
の
だ
か
ら
。

　

そ
れ
は
と
に
角
こ
の
頭
屋
の
組

で
は
、
小
さ
な
女
の
子
た
ち
も
は

な
や
か
に
着
物
や
飾
り
花
を
つ
け

て
腰
に
つ
け
た
小
さ
い
太
鼓
を
打

ち
、
大
人
た
ち
は
笛
を
吹
い
た
り

大
き
い
太
鼓
や
銅
鈸
子
（
ど
び
ょ

う
し
）
を
打
っ
た
り
、
す
り
ざ
さ

ら
を
す
っ
た
り
し
て
、
祭
り
花
を

先
頭
に
に
ぎ
や
か
に
行
列
し
て
い

く
。
こ
の
行
列
を
で
ん
が
く
と
も

い
う
ら
し
い
。
途
中
で
神
社
か
ら

の
御
輿
と
合
流
し
て
大
田
神
社
に

行
く
。
こ
れ
は
一
時
由
来
八
幡
宮

が
移
っ
て
い
た
所
で
、
こ
こ
で
も

簡
単
な
神
事
と
か
わ
い
い
二
人
の

女
の
子
の
巫
女
舞
、
一
人
で
舞
う

獅
子
舞
が
行
な
わ
れ
、
簡
単
な
弁

当
を
食
べ
、
再
び
行
列
を
作
っ
て

＝
特
別
寄
稿
＝

　
出
雲
に
は
伝
統
を
よ
み
が
え
さ
せ
る
力
が
あ
る

 

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
名
誉
教
授
）　

 

小　

島　
　

 

美　

子

 
（
当
財
団
理
事
・
伝
統
文
化
分
野
選
考
委
員
長
）

小
島
美
子
先
生
略
歴

福
島
県
出
身
。

東
京
大
学
文
学
部
国
史
学
科
卒

業
。

東
京
藝
術
大
学
音
楽
学
部
楽
理
科

卒
業
。

東
京
藝
術
大
学
講
師
、

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
教
授

江
戸
東
京
博
物
館
研
究
員
を
経

て
、
現
在
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物

館
名
誉
教
授
。

専
攻
は
日
本
音
楽
史
、
民
俗
音
楽

学
。

主
な
著
書
に
、

『
日
本
の
音
楽
を
考
え
る
』

『
歌
を
な
く
し
た
日
本
人
』

（
以
上
、
音
楽
之
友
社
）

『
日
本
音
楽
の
古
層
』（
春
秋
社
）

『
音
楽
か
ら
見
た
日
本
人
』

（
日
本
放
送
協
会
）

な
ど
多
数
。
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由
来
八
幡
宮
に
戻
っ
た
。

　

戻
る
と
す
ぐ
姫
之
飯
神
事
が
始

ま
っ
た
。
拝
殿
の
中
で
一
段
高
く

な
っ
た
と
こ
ろ
が
舞
殿
で
、
そ
の

前
面
に
小
俵
二
つ
を
一
組
に
し
た

も
の
が
三
組
並
べ
ら
れ
、
小
さ
な

御
幣
が
そ
れ
ぞ
れ
立
て
ら
れ
、
そ

の
上
に
根
つ
き
の
新
し
い
穂
を
つ

け
た
稲
が
四
把
ず
つ
添
え
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
小
俵
の
中
は
何
だ
ろ

う
と
私
た
ち
は
ず
い
分
考
え
た

が
、
結
局
と
れ
た
ば
か
り
の
新
米

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
米
つ

ま
り
稲
が
霊
と
考
え
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
神
事
で
巫
女
の

役
を
つ
と
め
ら
れ
て
い
る
権
禰
宜

（
ご
ん
ね
ぎ
）
の
石
飛
（
い
し
と

び
）
幹
祐
さ
ん
は
、
稲
に
神
を
感

じ
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の

研
究
で
は
、
こ
の
行
事
全
体
を
田

の
神
が
現
わ
れ
る
と
解
釈
す
る
説

が
強
か
っ
た
が
、
そ
う
で
は
な
く

稲
の
霊
力
を
何
か
と
て
も
身
近
か

に
感
じ
、
稔
り
を
願
っ
た
り
感
謝

し
た
り
す
る
も
の
と
し
て
信
じ
て

い
る
よ
う
な
感
じ
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
つ
ま
り
い
わ
ば
稲
魂
（
い

な
だ
ま
）
信
仰
と
い
う
こ
と
だ
ろ

う
が
、
東
南
ア
ジ
ア
な
ど
で
は
一

般
的
に
広
が
っ
て
い
る
の
に
対
し

て
、
日
本
で
は
田
の
神
信
仰
が
一

般
的
で
あ
る
。
改
め
て
考
え
て
み

る
と
、
稲
魂
信
仰
の
方
が
自
然
で

古
く
、
田
の
神
信
仰
は
水
田
稲
作

の
広
が
り
と
と
も
に
後
に
何
か
の

影
響
を
受
け
た
の
で
は
な
い
か
と

私
は
思
う
。

　

さ
て
拝
殿
奥
の
ま
ん
中
に
は
案

（
机
）
が
置
か
れ
、
神
酒
、
籾
、
玄

米
が
供
え
ら
れ
、
そ
の
下
に
小
さ

い
桶
が
置
か
れ
て
ヤ
グ
サ
餅
が
少

し
入
っ
て
い
る
。
ヤ
グ
サ
餅
と
は

蚕
の
形
に
似
せ
て
作
ら
れ
た
餅
で

あ
る
。桶
の
底
に
は
穴
が
あ
り
、
甑

（
こ
し
き
）（
米
や
豆
を
蒸
す
せ
い

ろ
う
の
よ
う
な
瓦
製
の
も
の
）
と

し
て
、
後
に
米
を
蒸
す
の
に
使
う
。

火
吹
竹
と
毛
抜
き
と
称
す
る
細
竹

を
大
き
い
ゆ
る
い
毛
抜
き
状
に
し

た
も
の
、
鏡
と
称
す
る
小
さ
な
団

扇
状
の
も
の
、
人
形
（
ひ
と
が
た
）

と
し
て
白
い
紙
を
切
っ
て
竹
串
に

挟
ん
だ
も
の
が
用
意
さ
れ
て
い

る
。

　

太
鼓
や
笛
の
音
楽
が
始
ま
る

と
、
権
禰
宜
が
巫
女
の
姿
で
登
場

し
、
舞
殿
正
面
に
着
座
拝
礼
拍
手

し
、
担
（
に
な
）
い
竹
と
呼
ば
れ

る
長
さ
一
メ
ー
ト
ル
位
の
太
め
の

棒
を
か
つ
ぎ
、
四
方
の
神
を
舞
っ

て
拝
み
、
担
い
竹
の
両
端
に
、
小

俵
の
上
に
添
え
ら
れ
て
い
た
根
つ

き
の
稲
を
下
げ
て
舞
う
。
次
に
鏡

や
毛
抜
き
、
人
形
を
持
っ
て
舞
い
、

さ
ら
に
火
吹
き
竹
を
持
っ
て
舞

い
、
案
の
上
の
玄
米
を
甑
に
入
れ

火
吹
き
竹
で
吹
く
真
似
を
す
る
。

そ
の
玄
米
が
蒸
さ
れ
る
の
を
待
っ

て
い
る
か
の
よ
う
に
巫
女
は
鏡
を

見
て
毛
抜
き
で
鼻
毛
を
抜
く
形
を

す
る
。
古
代
に
は
鼻
毛
の
長
い
人

は
愚
か
者
と
い
わ
れ
た
と
い
う
説

が
あ
り
、
巫
女
の
お
め
か
し
を

ユ
ー
モ
ラ
ス
に
表
し
て
い
る
ら
し

い
。
次
に
甑
を
臼
に
、
担
い
竹
を

杵
に
し
て
餅
を
つ
く
形
を
し
、
中

か
ら
ヤ
グ
サ
餅
を
と
り
出
し
て
正

面
の
案
と
前
面
の
三
組
の
小
俵
の

上
に
置
く
。
こ
れ
は
古
代
の
米
か

ら
稲
へ
の
伝
統
を
つ
な
ぐ
意
味
が

あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。
最
後

に
巫
女
が
小
俵
の
上
の
御
幣
を

持
っ
て
舞
っ
て
終
る
。

　

こ
の
姫
之
飯
神
事
で
重
要
な
の

は
、
実
は
神
へ
の
お
供
え
物
で
あ

る
。
三
膳
あ
り
、
ニ
ノ
膳
に
は
魚

類
や
山
鳥
な
ど
、
三
ノ
膳
に
は
海

産
物
や
野
菜
、
果
物
が
の
せ
ら
れ

て
い
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
一
ノ

膳
で
あ
る
。
玄
御
供
（
く
ろ
ご
く

う
）（
玄
米
の
小
豆
飯
）、
蒸
し
た

里
芋
、
ヤ
グ
サ
餅
、
そ
れ
に
カ
ブ

が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
玄
御
供
は

水
田
稲
作
以
前
の
古
い
米
（
普
通

よ
く
赤
米
や
黒
米
で
表
す
が
、
実

は
こ
れ
ら
は
今
で
も
食
べ
ら
れ
て

い
る
）
を
表
し
て
い
る
。
ま
た
里

芋
は
南
方
の
タ
ロ
芋
の
系
統
で
水

田
稲
作
以
前
の
重
要
な
主
食
で

あ
っ
た
。

　

ヤ
グ
サ
餅
が
表
す
蚕
は
絹
生
産

の
元
で
あ
る
繭
を
作
る
も
の
だ
か

ら
、
古
事
記
や
日
本
書
紀
に
は
、

蚕
を
稲
な
ど
の
重
要
な
食
物
と
並

べ
て
書
い
て
あ
る
例
が
少
く
と
も

三
例
あ
る
。

　

こ
う
し
て
見
る
と
、
頓
原
の

人
々
は
水
田
稲
作
が
伝
わ
る
前
の

大
事
な
食
べ
物
と
蚕
の
伝
統
を
ひ

じ
ょ
う
に
大
切
に
し
て
き
た
こ
と

が
わ
か
る
。
こ
の
地
方
に
水
田
稲

作
が
伝
わ
っ
た
の
は
、
少
く
と
も

二
千
年
以
上
前
の
こ
と
で
、
水
田

稲
作
以
前
の
伝
統
を
こ
の
よ
う
に

大
切
に
し
て
き
た
と
こ
ろ
は
、
私

た
ち
が
知
る
限
り
他
に
は
な
い
。

「
稲
の
日
本
史
」
の
著
者
の
佐
藤
洋

一
郎
氏
に
伺
っ
て
み
た
が
、
こ
う

い
う
例
は
見
た
こ
と
が
な
い
、
と

い
わ
れ
た
。

　

そ
れ
に
し
て
も
最
初
に
水
田
稲

作
を
始
め
た
と
き
は
本
当
に
大
変

だ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
の

頃
の
土
地
は
恐
ら
く
う
っ
そ
う
と

し
た
森
で
あ
り
、
そ
れ
を
鉄
器
も

ま
だ
ほ
と
ん
ど
使
え
ず
、
石
斧
や

木
製
の
道
具
で
切
り
開
き
、
水
を

確
保
し
て
水
田
と
し
て
使
え
る
よ

う
に
な
る
ま
で
に
は
、
大
変
な
苦

労
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
実
際
に
米
が
収
穫
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
に
は
、
住

民
た
ち
は
心
か
ら
喜
び
、
米
に
霊

力
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
、
稲
魂
を

喜
ば
せ
る
た
め
に
、
い
ろ
い
ろ
な

工
夫
を
重
ね
た
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。

　

水
田
稲
作
の
準
備
中
は
も
ち

論
、
米
が
収
穫
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
も
、
政
府
に
相
当
な
量
を

納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
だ

ろ
う
か
ら
、
住
民
た
ち
は
や
は
り

古
代
的
な
米
や
里
芋
を
主
に
食
べ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
租
庸

調
の
調
と
し
て
絹
織
物
を
織
り
つ

づ
け
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

　

姫
之
飯
神
事
を
見
る
と
神
道
や

修
験
道
な
ど
の
影
響
は
ほ
と
ん
ど

見
ら
れ
ず
、
古
代
の
頓
原
の
住
民

た
ち
の
い
わ
ば
農
民
的
な
発
想
で

素
朴
な
形
か
ら
作
り
始
め
、
時
代

と
と
も
に
楽
し
い
要
素
な
ど
も
加

え
て
現
在
の
よ
う
な
形
が
で
き

上
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

そ
れ
を
近
現
代
に
な
っ
て
も
大
切

に
伝
え
て
き
た
頓
原
の
住
民
の
皆

さ
ん
は
、
本
当
に
す
ば
ら
し
い
と

思
う
。

　

由
来
八
幡
宮
は
元
は
多
倍
（
た

べ
）
神
社
と
い
わ
れ
て
い
た
。
こ

の
多
倍
は
恐
ら
く
田
の
部
民
、
つ

ま
り
田
部
の
意
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
し
て
代
々
の
宮
司
の
方
々

が
八
幡
宮
に
変
わ
っ
て
も
多
倍
神

社
の
伝
統
を
大
切
に
さ
れ
、
姫
之

飯
神
事
に
干
渉
す
る
こ
と
な
く
、

後
か
ら
支
え
て
こ
ら
れ
た
の
も
大

変
な
見
識
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
今
で
は
数
少
く
な
っ
た
頭
屋

制
が
ま
だ
機
能
し
て
い
る
こ
と

も
、
こ
の
芸
能
を
支
え
る
力
に

な
っ
て
い
る
こ
と
も
注
目
し
て
お

き
た
い
。

（
こ
の
姫
之
飯
神
事
に
つ
い
て
は
、

本
年
五
月
の
民
俗
芸
能
学
会
例
会

で
茂
木
栄
、
上
西
律
子
と
と
も
に

発
表
し
た
。）

（
景
山
健
宮
司
は
九
月
十
六
日
に

亡
く
な
り
ま
し
た
。
ご
冥
福
を
お

祈
り
し
ま
す
。）

小俵を前に巫女が鏡と毛抜き､ 人形をもって舞う
（撮影：加島美知氏）

巫女が担い竹に稲を下げる（撮影：加島美知氏）
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古
河
市
中
田
地
区
を
訪
ね
て

　

今
回
は
、
茨
城
県
の
古
河
市
中
田

地
区
に
あ
る
「
古
河
神
楽
保
存
会
」

様
を
お
訪
ね
し
ま
し
た
。
古
河
市
は
、

人
口
約
一
四
万
三
〇
〇
〇
人
。
関
東

平
野
の
中
心
に
位
置
し
西
は
埼
玉

県
、
北
は
栃
木
県
と
隣
接
し
ま
す
。市

域
全
体
が
ほ
ぼ
平
坦
な
地
形
を
し
て

お
り
、
古
く
か
ら
渡
良
瀬
川
の
渡
し

場
と
し
て
栄
え
ま
し
た
。
二
〇
〇
五

年
に
商
業
の
古
河
市
、
工
業
の
総
和

町
、
農
業
の
三
和
町
が
合
併
し
現
在

に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

古
河
市
の
中
田
地
区
は
、
江
戸
時

代
の
日
光
街
道
の
中
田
宿
の
あ
っ
た

場
所
で
、
現
在
で
は
利
根
川
河
川
敷

に
相
当
し
ま
す
。そ
の
後
、
数
回
に
わ

た
る
利
根
川
改
修
工
事
を
経
て
、
現

在
の
中
田
地
区
に
移
転
、
中
田
宿
の

鎮
守
で
あ
っ
た
鶴
峯
八
幡
宮
も
河
川

改
修
工
事
の
た
め
、
町
と
と
も
に
移

転
さ
れ
ま
し
た
。

　

一  

古
河
永
代
太
々
神
楽
の
沿
革

　

こ
の
神
楽
は
出
雲
國
か
ら
伝
わ

り
、
天
の
岩
戸
の
前
で
天
鈿
目
命
と

古
河
市
中
田
地
区
を
訪
ね
て

一
古
河
永
代
太
々
神
楽
の
沿
革

手
力
男
命
に
よ
り
舞
わ
れ
た
と
さ
れ

る
「
岩
戸
（
磐
戸
）
神
楽
」
の
流
れ
を

汲
み
、
一
二
種
類
の
舞
か
ら
構
成
さ

れ
て
お
り
「
十
二
座
神
楽
」
と
も
呼

ば
れ
て
い
ま
す
。「
太
々
神
楽
」
は

「
出
雲
流
神
楽
」
の
関
東
地
方
に
お
け

る
呼
称
。
享
保
十
年
（
一
七
二
五
）
を

起
源
と
し
、
近
郷
近
在
の
神
職
た
ち

に
よ
り
、
五
穀
豊
穣
、
家
内
安
全
、
社

会
安
寧
の
た
め
奉
納
さ
れ
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

享
保
十
三
年
に
奉
納
舞
を
始
め
て

か
ら
今
日
ま
で
一
度
も
途
切
れ
る
こ

と
な
く
継
承
さ
れ
、
昭
和
四
十
五
年
、

古
河
市
無
形
民
俗
文
化
財
第
一
号
に

指
定
さ
れ
る
な
ど
、
現
在
で
は
地
域

を
象
徴
す
る
伝
統
文
化
と
な
っ
て
い
ま

す
。三
〇
〇
年
近
く
経
過
し
た
現
在
も
、

神
事
と
し
て
「
舞
の
要
領
」
に
よ
っ

て
「
舞
の
形
」
を
崩
さ
ず
に
、
古
儀
を

大
切
に
し
な
が
ら
、
出
雲
流
神
楽

十
二
座
の
舞
は
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

二  

古
河
永
代
太
々
神
楽
の
演
目

◇
一
座
：
幣
舞
（
へ
い
ま
い
）

　

國
常
立
尊
（
く
に
の
と
こ
た
ち
の

み
こ
と
）
が
、
国
土
を
創
る
べ
く
、
四

方
を
固
め
成
す
姿
を
、
厳
か
に
麗
し

く
舞
い
ま
す
。

◇ 

二
座
：
五
行
の
舞
（
ご
ぎ
ょ
う
の

ま
い
）

・ 

天
之
御
中
主
神
（
あ
め
の
み
な
か

ぬ
し
の
か
み
）

・ 

髙
皇
産
巣
日
神
（
た
か
み
む
す
ひ

の
か
み
）

・ 

神
産
巣
日
神
（
か
み
む
す
ひ
の
か

み
）

・ 

字
摩
志
阿
斯
訶
備
比
古
遲
神
（
う

ま
し
あ
し
か
び
ひ
こ
じ
の
か
み
）

二  

古
河
永
代
太
々
神
楽
の
演
目

・ 

天
之
常
立
神
（
あ
め
の
と
こ
た
ち

の
か
み
）

別
天
神
（
こ
と
あ
ま
つ
か
み
）
の
五

柱
の
神
、
天
之
御
中
主
神
を
中
心
に

様
々
な
万
物
を
生
み
出
す
姿
を
舞
い

ま
す
。

　

五
行
の
神
は
宇
宙
生
成
の
天
神
五

代
の
神
々
で
す
。

◇
三
座
：
諾
冉
（
な
ぎ
な
み
）

　

伊
弉
諾
尊
（
い
ざ
な
ぎ
の
み
こ

と
）・
伊
弉
冉
尊
（
い
ざ
な
み
の
み
こ

と
）
が
、
天
之
御
柱
を
中
心
に
夫
婦

の
契
を
結
ぶ
と
こ
ろ
を
舞
い
ま
す
。

◇
四
座
：
翁
の
舞
（
お
き
な
の
ま
い
）

　

思
兼
神
（
お
も
い
か
ね
の
か
み
）

が
、
速
須
佐
之
男
命
の
乱
暴
に
よ
り

岩
戸
に
隠
れ
た
天
照
大
御
神
を
、
ど

の
よ
う
に
出
て
き
て
も
ら
う
か
を
考

え
、
ひ
ら
め
く
姿
を
舞
い
ま
す
。

◇ 

五
座
：
猿
田
の
舞
（
さ
る
た
の
ま

い
）

　

猿
田
彦
神
（
さ
る
た
ひ
こ
の
か
み
）

は
、
天
の
孫
が
国
を
統
治
す
る
為
に

地
上
に
降
り
る
際
の
道
案
内
を
、

様
々
な
災
い
を
退
け
、
幾
多
の
道
を

選
び
進
む
姿
を
舞
い
ま
す
。

◇ 

六
座
：
蟇
目
の
舞
（
ひ
き
め
の
ま

い
）

　

天
稚
彦
神
（
あ
め
の
わ
か
ひ
こ
の

か
み
）
は
、
美
男
子
だ
っ
た
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
天
の
使
い
と
し
て
髙

皇
産
巣
日
神
よ
り
弓
矢
を
授
か
り
地

上
に
降
り
、
災
い
邪
気
を
射
る
姿
を

舞
い
ま
す
。
射
の
名
人
で
す
。

◆
蟇
目
の
面
に
は
「
享
保
十
六
亥
年

三
月
十
九
日
（
一
七
三
一
）」
の
墨
書

が
あ
り
ま
す
。
茨
城
県
内
に
お
い
て

年
号
が
確
認
さ
れ
て
い
る
神
楽
資
料

の
中
で
も
最
古
の
も
の
で
、
貴
重
な

面
で
す
。（
古
河
歴
史
博
物
館
に
て
資

料
と
し
て
保
存
す
る
予
定
で
あ
り
、

当
財
団
か
ら
の
助
成
金
を
活
用
し
代

替
面
を
作
成
）

◇ 

七
座
：
天
狐
・
白
狐
（
て
ん
こ
・

び
ゃ
っ
こ
）

　

稲
荷
神
の
使
い
で
あ
る
、
男
女
の

狐
様
。女
狐
が
田
を
耕
し
、
男
狐
が
共

に
仲
睦
ま
じ
く
、
種
を
撒
く
姿
を
舞

い
ま
す
。

◇
八
座
：
正
稲
荷
（
し
ょ
う
い
な
り
）

　

宇
迦
之
御
魂
神
（
う
か
の
み
た
ま

の
か
み
）
は
、
狐
の
撒
い
た
種
が
麗

し
く
実
る
事
が
出
来
た
こ
と
を
嬉
し

く
も
有
難
く
思
い
ま
す
。
そ
の
豊
か

な
稲
を
刈
り
取
り
、
天
と
人
々
に
捧

げ
る
姿
を
舞
い
ま
す
。

◇
九
座
：
蛭
子
（
ひ
る
こ
）

　

事
代
主
神
（
こ
と
し
ろ
ぬ
し
の
か

み
）
は
、
伊
弉
諾
尊
と
伊
弉
冉
尊
の

間
に
生
ま
れ
海
に
捨
て
ら
れ
ま
す

が
、
釣
り
名
人
の
神
に
な
り
ま
す
。魚

を
釣
る
様
を
舞
い
、
途
中
餌
を
仕
掛

け
ま
す
。
そ
の
餌
を
手
に
し
た
人
は

福
が
来
る
と
さ
れ
ま
す
。
釣
っ
た
魚

や
福
を
分
け
与
え
る
恵
比
寿
様
（
え

び
す
さ
ま
）
と
呼
ば
れ
ま
す
。

◇ 

一
〇
座
：
尉
の
舞
（
じ
ょ
う
の
ま

い
）

　

天
児
屋
根
命
（
あ
め
の
こ
や
ね
の

み
こ
と
）
が
祝
詞
（
の
り
と
）
を
奏
上

し
、
布
刀
玉
命
（
ふ
と
だ
ま
の
み
こ

と
）
は
、
占
い
を
し
つ
つ
、
岩
戸
に
隠

れ
た
天
照
大
御
神
が
出
て
く
る
よ
う

祈
る
姿
を
舞
い
ま
す
。

◇ 

一
一
座
：
岩
戸
開
き
の
舞
（
い
わ

と
び
ら
き
の
ま
い
）

　

天
鈿
女
命
（
あ
め
の
う
ず
め
の
み

こ
と
）
が
、
面
白
く
可
笑
し
く
優
雅

に
舞
い
、
楽
し
そ
う
と
天
照
大
御
神

［鶴峯八幡宮］

［発表会：天狐・白狐の舞］

［例祭：尉の舞］

［発表会：五行の舞］

［発表会：蛭子の舞］

＝
現
地
取
材
レ
ポ
ー
ト
＝

　

茨
城
県
古
河
市

　
「
古
河
神
楽
保
存
会
」
様
を
訪
ね
て

［例祭：岩戸開きの舞］
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が
顔
を
出
し
た
時
、
手
力
男
命
（
た

ち
か
ら
お
の
み
こ
と
）
が
一
気
に
力

強
く
岩
戸
を
開
く
姿
を
舞
い
ま
す
。

◇ 

一
二
座
：
大
山
祇
（
お
お
や
ま
つ

み
）

　

大
山
津
見
神
（
お
お
や
ま
つ
み
の

か
み
）
は
、
三
つ
目
の
山
の
神
で
、
山

か
ら
健
や
か
な
風
を
吹
き
お
ろ
し
、

豊
か
に
実
っ
た
五
穀
を
皆
に
分
け
与

え
る
姿
を
舞
い
ま
す
。
こ
こ
で
撒
く

餅
を
食
べ
る
と
風
邪
を
引
か
な
い
と

伝
わ
り
ま
す
。

　

三  

古
河
神
楽
保
存
会
の
活
動

　

大
正
時
代
に
入
り
舞
手
の
高
齢
化

と
後
継
者
不
足
が
深
刻
に
な
っ
た
た

め
、
昭
和
四
年
に
地
元
有
志
に
依
る

保
存
会
が
結
成
さ
れ
ま
し
た
。
伝

承
・
保
存
の
努
力
が
な
さ
れ
、
近
郷

唯
一
古
儀
の
状
態
で
途
切
れ
る
こ
と

な
く
伝
統
文
化
の
伝
承
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　

代
表
的
な
年
中
行
事
は
、
古
河
市

雀
神
社
、
鶴
峯
八
幡
宮
の
春
祭
お
よ

び
鶴
峯
八
幡
宮
の
秋
祭
で
の
奉
納
舞

が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。そ
の
他
、
古
河
市

内
の
小
学
校
へ
出
張
し
て
「
歴
史
を

学
ぶ
」
と
題
し
た
体
験
学
習
を
過
去

一
二
回
実
施
す
る
な
ど
、
古
河
市
教

育
委
員
会
等
、
地
元
自
治
体
と
は
常

日
頃
か
ら
連
携
し
、
必
要
に
応
じ
良

き
ア
ド
バ
イ
ス
を
頂
い
て
い
ま
す
。

他
に
も
、「
夢
あ
ん
ど
ん
と
夕
涼
み
」

で
の
神
楽
舞
披
露
や
「
こ
が
神
楽
親

子
教
室
」
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
ア
イ
デ

ア
を
出
し
な
が
ら
、
幅
広
く
地
域
住

民
に
伝
統
文
化
で
あ
る
神
楽
の
普
及

活
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
こ
れ
以
降
、「
古
河
神
楽

保
存
会
」
様
の
代
表
的
な
伝
承
活
動

を
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

①
鶴
峯
八
幡
宮　

春
の
例
祭

　
「
古
河
神
楽
保
存
会
」
の
会
員
や

「
こ
が
神
楽
親
子
教
室
」
で
学
ぶ
小
学

三 

古
河
神
楽
保
存
会
の
活
動

①
鶴
峯
八
幡
宮

春
の
例
祭

生
が
地
域
の
安
寧
や
五
穀
豊
穣
の
祈

願
を
す
る
た
め
、
舞
を
演
じ
ま
す
。

　

前
掲
し
た
第
一
座
：「
幣
舞
」
か
ら

第
一
二
座
：「
大
山
祇
」
ま
で
の
十
二

座
を
約
四
時
間
を
か
け
て
披
露
し
ま

す
。

　

②｢
こ
が
神
楽
親
子
教
室
」
発
表
会｣

　

平
成
二
十
八
年
よ
り
、「
こ
が
神
楽

親
子
教
室
」
が
、
毎
月
第
二
・
四
日
曜

日
に
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
古
参
の

会
員
が
子
供
た
ち
の
指
導
に
当
り
、

日
頃
の
練
習
の
成
果
を
披
露
す
る
場

と
し
て
年
に
一
回
、
発
表
会
も
あ
り

ま
す
。令
和
元
年
度
の
発
表
会
が
、
八

月
四
日
（
日
）
古
河
市
内
に
あ
る
三

和
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
（
コ
ス
モ
ス

プ
ラ
ザ
）
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
の
享
保
十
年
か
ら
伝
承

す
る
出
雲
流
「
永
代
太
々
神
楽
」
を

子
供
た
ち
が
舞
い
ま
し
た
。

　

子
供
た
ち
の
体
力
等
を
考
慮
し
、

神
楽
面
を
着
用
し
な
い
舞
も
あ
り
ま

し
た
が
、
出
演
し
た
子
供
た
ち
は
、

大
舞
台
を
楽
し
ん
で
い
る
様
子
で
、

②｢
こ
が
神
楽
親
子
教
室
」
発
表
会｣

会
場
に
足
を
運
ん
だ
観
客
の
皆
さ
ま

か
ら
も
大
き
な
拍
手
が
贈
ら
れ
て
い

ま
し
た
。

　

③｢

夢
あ
ん
ど
ん
と
夕
涼
み｣

で
の
舞

　

八
月
十
四
日
、
十
五
日
の
二
日
間
、

古
河
市
歴
史
博
物
館
・
古
河
文
学
館

周
辺
に
て
「
夢
あ
ん
ど
ん
と
夕
涼
み
」

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
古
河
の
夏
の

風
物
詩
、
あ
ん
ど
ん
の
灯
り
が
幻
想

的
で
す
。

　

そ
ん
な
中
、
古
河
市
歴
史
博
物
館

エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
に
て
永
代

太
々
神
楽
が
披
露
さ
れ
ま
し
た
。

　

④｢

神
楽
体
験｣

の
出
前
授
業

　

古
河
市
の
社
会
教
育
関
係
団
体
と

③｢

夢
あ
ん
ど
ん
と
夕
涼
み｣

で
の
舞

④｢

神
楽
体
験｣

の
出
前
授
業

し
て
、
市
内
の
小
学
校
へ
出
張
し
て

「
歴
史
を
学
ぶ
」
と
題
し
て
主
に
三
年

生
を
対
象
と
し
た
体
験
学
習
授
業
を

こ
れ
ま
で
一
二
回
行
い
ま
し
た
。

体
験
学
習
を
経
験
し
た
児
童
か
ら

「
こ
が
神
楽
親
子
教
室
」
へ
の
入
会
希

望
者
も
出
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。

　

四  

次
世
代
へ
の
伝
統
文
化
の
伝
承

　
「
会
員
の
年
齢
構
成
は
、
少
子
高
齢

化
の
影
響
で
六
〇
代
、
七
〇
代
が
過

半
数
を
占
め
、
次
世
代
を
担
う
三
〇

代
、
四
〇
代
の
若
手
の
育
成
が
急
務

で
す
」
と
保
存
会
の
高
橋 

博
会
長
は

現
在
の
課
題
点
に
つ
い
て
言
及
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
課
題
解
決
の
た
め
、
前

掲
し
た
「
こ
が
神
楽
親
子
教
室
」（
毎

月
第
二
・
四
日
曜
日
）
を
開
催
し
、
地

域
住
民
に
対
し
「
舞
の
形
」「
笛
」「
太

鼓
」
の
指
導
を
行
い
な
が
ら
、
若
い

世
代
の
中
か
ら
少
し
で
も
神
楽
に
興

味
を
持
つ
人
々
が
増
え
る
こ
と
を
期

待
す
る
取
組
み
に
注
力
し
て
い
ま
す
。

　

親
子
教
室
参
加
者
の
中
か
ら
こ
れ

ま
で
四
名
の
方
が
新
た
に
「
古
河
神

楽
保
存
会
」
の
正
会
員
が
誕
生
す
る

な
ど
、
伝
統
文
化
の
継
承
に
向
け
た

好
事
例
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
地
道
な
活
動
が
、
地
域
全

体
と
し
て
伝
統
文
化
を
大
切
に
す
る

風
土
づ
く
り
に
貢
献
し
て
い
る
よ
う

で
す
。

四 

次
世
代
へ
の
伝
統
文
化
の
伝
承

　

現
地
取
材
を
終
え
て

　
「
古
河
神
楽
保
存
会
」
様
の
活
動
の

特
徴
は
、
会
員
に
向
け
た
活
動
だ
け

に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
地
域
社
会
全

体
を
見
据
え
な
が
ら
、
様
々
な
情
報

を
発
信
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
子
供

た
ち
か
ら
大
人
ま
で
幅
広
い
層
に
地

域
に
残
る
伝
統
文
化
を
継
承
す
る
こ

と
の
大
切
さ
を
啓
蒙
し
て
い
る
こ
と

に
あ
り
ま
す
。

　
「
三
〇
〇
年
近
く
も
続
く
地
域
の

伝
統
文
化
を
受
け
継
ぎ
守
る
」
熱
き

思
い
は
本
物
で
す
。
衷
心
よ
り
敬
意

を
表
し
ま
す
。

　

伝
統
あ
る
民
俗
芸
能
の
継
承
は
、

活
動
資
金
面
や
後
継
者
育
成
に
お
い

て
多
く
の
団
体
が
ご
苦
労
さ
れ
て
い

る
も
の
と
拝
察
し
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
、
現
場
で
の
取
材
や

伝
統
文
化
行
事
へ
の
参
加
を
通
じ
、

当
財
団
が
行
な
っ
て
い
る
「
地
域
の

伝
統
文
化
の
保
存
・
維
持
、
後
継
者

育
成
に
対
す
る
助
成
事
業
」
の
さ
ら

な
る
高
み
を
目
指
す
こ
と
が
で
き
れ

ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　
「
古
河
神
楽
保
存
会
」
様
の
今
後
の

ま
す
ま
す
の
ご
発
展
と
保
存
会
の
皆

さ
ま
の
ご
健
勝
・
ご
多
幸
を
お
祈
り

申
し
あ
げ
ま
す
。

　

結
び
に
、
本
レ
ポ
ー
ト
の
作
成
に

あ
た
り
、
高
橋
博
会
長
、
高
橋
博
文

鶴
峯
八
幡
宮
宮
司
を
は
じ
め
、
数
多

く
の
保
存
会
関
係
者
の
皆
さ
ま
に
資

料
や
写
真
の
ご
提
供
等
多
大
な
ご
協

力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
場
を

お
借
り
し
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。

 

（
財
団
事
務
局
長　

壁
谷 

章
可
）

﹇
参
照
資
料
﹈

　

◆
『
古
河
市
史
（
民
俗
編
）』

　

◆ 

『
こ
が
神
楽
親
子
教
室
発
表
会
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
』

　

◆ 

『
常
陽
芸
文
』（
二
〇
一
八
年
四
月

号
）

現
地
取
材
を
終
え
て

［例祭：奉納された皆さま］

［イベント会場］［夢あんどんと夕涼み：舞］

［発表会：出演者の皆さま］

［体験学習授業］

［「こが神楽親子教室」の皆さま］
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青
森
県
八
戸
市

　
　
　

島
守
小
学
校
神
楽
ク
ラ
ブ

　
　
　

八
戸
市
立
島
守
小
学
校

 

校
長　

一
条　

秀
雄

（
令
和
元
年
度
助
成
先
）

◇
八
戸
市
南
郷
地
区
と

朝
も
や
の
里
「
島
守
」

　

八
戸
市
南
郷
地
区
は
、
青
森
県
東

南
端
に
位
置
し
、
総
面
積
の
う
ち
、

耕
地
率
一
四
・
八
％
の
山
村
的
性
格

の
強
い
地
域
で
す
。大
昔
、
原
始
林
に

お
お
わ
れ
、
狩
猟
を
主
と
し
た
先
住

民
族
が
い
た
よ
う
で
あ
り
、
今
な
お

貴
重
な
石
器
や
土
器
が
出
土
し
、
考

古
学
者
の
注
目
す
る
と
こ
ろ
で
す
。

明
治
二
十
二
年
に
島
守
村
、
昭
和

三
十
二
年
に
南
郷
村
と
な
り
、
平
成

十
七
年
三
月
に
は
八
戸
市
と
合
併
し
八

戸
市
南
郷
と
な
り
現
在
に
至
り
ま
す
。

　

南
郷
地
区
の
中
に
あ
る
島
守
の
里

は
、
四
方
を
山
に
囲
ま
れ
た
盆
地
の

中
に
あ
り
、
東
に
臥
牛
山
（
が
ぎ
ゅ

う
ざ
ん
）
と
い
わ
れ
る
階
上
岳
（
は

し
か
み
だ
け
）
を
な
が
め
、
八
戸
市

民
の
森
で
あ
る
不
習
岳
（
な
ら
わ
ず

だ
け
）
を
後
ろ
に
、
地
域
の
守
り
神

と
し
て
慕
わ
れ
て
い
る
福
一
満
虚
空

蔵
菩
薩
（
ふ
く
い
ち
ま
ん
こ
く
ぞ
う

ぼ
ざ
つ
）
や
龍
興
山
神
社
、
高
山
神

社
を
前
に
し
た
閑
静
に
し
て
美
し
い

里
で
す
。

　

平
成
十
二
年
に
島
守
地
区
全
体
が

田
園
空
間
博
物
館
に
指
定
さ
れ
、
そ

れ
に
伴
い
「
総
合
情
報
館
朝
も
や
の

館
」「
水
辺
の
楽
校
」「
舘
の
や
か
た
」

「
水
車
小
屋
」
な
ど
が
整
備
さ
れ
て
い

ま
す
。
南
郷
（
島
守
）
朝
も
や
の
里
で

は
、
地
域
の
環
境
保
全
や
伝
統
文
化

継
承
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
続

け
て
い
ま
す
。

◇
島
守
神
楽
の
発
祥
と
歴
史

　

島
守
神
楽
は
八
戸
市
島
守
地
区
で

伝
承
さ
れ
る
山
伏
神
楽
で
、
岩
手
県

軽
米
町
の
金
剛
院
神
楽
の
流
れ
を
く

み
、
今
か
ら
お
よ
そ
一
二
〇
年
前
、

大
蔵
院
の
別
当
が
明
治
二
十
年

（
一
八
八
七
）
代
に
始
め
た
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

昭
和
三
十
年
（
一
九
六
〇
）
代
頃

か
ら
一
時
活
動
を
中
断
し
て
い
ま
し

た
が
、
平
成
十
一
年
に
、
約
四
〇
年

ぶ
り
に
『
島
守
神
楽
保
存
会
』
が
発

足
し
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
で
島
守
神

楽
が
本
格
的
に
再
開
し
、
現
在
に

至
っ
て
い
ま
す
。

　

島
守
小
学
校
神
楽
ク
ラ
ブ
は
、
神

楽
好
き
だ
っ
た
当
時
の
校
長
先
生
が
、

子
ど
も
た
ち
に
習
わ
せ
て
み
よ
う
と
、

山
口
牛
松
さ
ん
に
指
導
を
依
頼
し
て

昭
和
四
十
六
年
十
二
月
に
結
成
さ
れ

ま
し
た
。
昭
和
五
十
三
年
に
は
南
郷

村
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま

し
た
。昭
和
五
十
四
年
、
六
十
年
に
は

『
県
民
俗
芸
能
発
表
大
会
』
に
出
演
し

ま
し
た
。
ま
た
、
平
成
十
四
年
に
は

『
東
北
新
幹
線
八
戸
駅
開
業
イ
ベ
ン

ト
』
に
、
平
成
十
八
年
に
は
、
八
戸
市

公
会
堂
で
行
わ
れ
た
『
民
俗
の
夕
べ
』

に
出
演
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
イ

ベ
ン
ト
に
も
参
加
し
て
き
ま
し
た
。

市
町
村
合
併
に
伴
い
、
南
郷
村
か
ら

八
戸
市
と
な
っ
た
平
成
十
七
年
に
は

『
八
戸
市
無
形
民
俗
文
化
財
』
に
指
定

さ
れ
、
平
成
二
十
四
年
に
は
、
八
戸

市
教
育
委
員
会
の
も
と
、
島
守
神
楽

の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
も
作
成
さ
れ
ま
し
た
。

◇
島
守
小
神
楽
ク
ラ
ブ
の
舞

　

島
守
神
楽
で
は
、
一
一
の
舞
が
継

承
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
う
ち
、

島
守
小
学
校
神
楽
ク
ラ
ブ
で
は
、「
番

楽
」
と
「
剣
舞
」
の
二
つ
の
舞
の
継
承

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
「
番
楽
」
は
、
場
を
祓
い
清
め
る
舞
、

時
間
が
な
い
と
き
に
こ
の
一
番
で
す

ま
せ
て
し
ま
う
と
き
の
舞
、
と
い
っ

た
説
が
あ
り
ま
す
。
扇
の
持
ち
方
に

変
化
が
あ
る
の
が
特
徴
で
す
。

　
「
剣
舞
」
は
刀
を
採
物
（
と
り
も

の
）
に
し
た
舞
で
は
、
最
も
基
本
的

な
舞
で
す
。右
手
に
扇
、
左
手
に
刀
と

鞘
を
直
角
に
交
差
さ
せ
な
が
ら
持
っ

て
舞
い
ま
す
。
最
後
の
番
楽
拍
子
に

な
る
と
、
右
手
に
刀
、
左
手
に
鞘
を

持
ち
な
が
ら
舞
い
ま
す
。
剣
を
も
っ

て
祈
願
を
す
る
舞
で
す
。

◇
継
承
活
動
の
内
容

　

神
楽
の
舞
は
、
元
は
男
子
の
み
に

継
承
さ
れ
、
島
守
小
学
校
神
楽
ク
ラ

ブ
で
も
、
当
初
は
四
年
生
以
上
の
男

子
の
み
が
参
加
し
て
活
動
し
て
い
ま

し
た
。と
こ
ろ
が
、
児
童
数
の
減
少
に

伴
い
、
女
子
の
希
望
者
も
募
集
す
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今
年
度
の
会

員
は
六
年
生
七
名
、
五
年
生
二
名
、

四
年
生
五
名
の
計
十
四
名
で
、
そ
の

う
ち
女
子
も
五
名
所
属
し
て
い
ま
す
。

　

島
守
小
学
校
神
楽
ク
ラ
ブ
の
練
習

は
、
出
演
す
る
行
事
に
合
わ
せ
て
、

島
守
神
楽
保
存
会
の
み
な
さ
ん
に
ご

指
導
を
い
た
だ
き
な
が
ら
行
っ
て
い

ま
す
。
今
年
度
の
出
演
予
定
は
以
下

の
行
事
で
す
。

○
島
守
春
ま
つ
り

（
六
月
初
旬
）

○
島
守
活
き
生
き
ま
つ
り（

八
月
中
旬
）

○
島
守
小
学
校
学
習
発
表
会

（
十
月
下
旬
）

○
南
郷
郷
土
芸
能
発
表
会（

二
月
上
旬
）

　

練
習
は
、
行
事
前
の
二
週
間
ほ
ど

を
中
心
に
、
夜
六
時
か
ら
七
時
半
ご

ろ
ま
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
子
ど
も

た
ち
が
舞
の
練
習
を
し
て
い
る
間
に
、

保
護
者
の
方
々
に
は
衣
装
の
着
付
け

方
を
練
習
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

◇
最
後
に

　

島
守
小
学
校
神
楽
ク
ラ
ブ
は
、
島

守
神
楽
保
存
会
の
指
導
の
も
と
、
地

域
行
事
や
芸
能
発
表
会
等
で
披
露
す

る
だ
け
で
な
く
、
島
守
神
楽
の
後
継

者
育
成
の
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

こ
の
活
動
は
、
小
学
校
の
ク
ラ
ブ
活

動
と
し
て
の
面
と
、
地
域
の
伝
統
芸

能
を
伝
承
す
る
機
会
と
し
て
の
面
と

の
両
面
性
を
も
ち
、
地
域
の
伝
統
芸

能
を
継
承
し
て
い
く
活
動
を
、
地
域

と
学
校
が
一
体
と
な
っ
て
行
っ
て
い

る
と
い
う
大
き
な
特
徴
を
も
っ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
児
童
数
の
減
少
、
ま

た
、
島
守
に
住
む
世
帯
数
の
減
少
に

よ
り
、
そ
の
運
営
は
大
変
厳
し
い
も

の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

状
況
の
中
で
も
子
ど
も
た
ち
は
、
古

い
用
具
を
何
度
も
修
繕
し
な
が
ら
、

練
習
に
励
み
、
地
域
の
伝
統
芸
能
の

後
継
者
と
な
る
べ
く
、
日
々
練
習
に

励
ん
で
い
ま
す
。今
後
も
、
年
三
回
〜

四
回
の
披
露
を
目
標
と
し
て
練
習
を

重
ね
、
島
守
神
楽
の
技
術
と
誇
り
を

身
に
付
け
さ
せ
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。そ
の
こ
と
が
将
来
、
地
域
の
神

楽
保
存
会
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
指
導

に
戻
っ
て
き
て
く
れ
る
こ
と
に
繋
が

る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

寄 稿

島
守
小
子
ど
も
神
楽
の

　
　
　
　

伝
統
と
継
承
に
つ
い
て

［『島守春まつり』（2019/6月）］

［『島守活き生きまつり』（2019/8月）］

［『島守神楽保存会』の皆さまによるご指導］

［子どもたちの舞の練習風景］
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兵
庫
県
美
方
郡
香
美
町

　
　
　

下
浜
三
番
叟
保
存
会

 

会
長　

清
水　

雅
弘

（
令
和
元
年
度
助
成
先
）

◇
は
じ
め
に

　

兵
庫
県
美
方
郡
香
美
町
は
、
兵
庫

県
の
北
部
但
馬
地
方
に
位
置
し
、
北

を
日
本
海
に
面
し
て
い
る
町
で
す
。

今
回
、
助
成
を
い
た
だ
い
た
下
浜

（
し
も
の
は
ま
）
三
番
叟
を
伝
承
し
て

い
る
の
は
、
こ
の
日
本
海
に
面
し
た

香
美
町
香
住
区
下
浜
と
い
う
地
区
で

す
。

　

香
美
町
香
住
区
は
自
然
豊
か
な

山
、
川
、
海
に
囲
ま
れ
た
ふ
る
さ
と

で
、
特
に
冬
場
の
松
葉
ガ
ニ
が
有
名

で
、
な
か
で
も
下
浜
区
内
に
は
三
五

軒
の
民
宿
が
軒
を
連
ね
多
く
の
お
客

様
が
訪
れ
、
冬
の
味
覚
を
堪
能
し
て

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
下
浜
で
毎
年
十
月
五
日
の
八

幡
神
社
秋
季
祭
礼
に
お
い
て
奉
納
さ

れ
て
き
た
の
が
下
浜
三
番
叟
で
す
。

◇
歴
史

　

三
番
叟
は
香
美
町
内
七
ヵ
所
で
伝

承
さ
れ
お
り
、
そ
の
七
ヵ
所
は
「
香

美
町
の
三
番
叟
」
と
し
て
平
成
三
十

年
三
月
に
県
指
定
重
要
無
形
民
俗
文

化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
う
ち

六
ヵ
所
は
香
住
区
内
の
日
本
海
沿
い

の
集
落
で
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
六
ヵ
所
の
三
番
叟
は
能
楽
の
流
れ

を
く
む
も
の
で
、
あ
と
小
代
区
新
屋

で
伝
承
さ
れ
る
三
番
叟
は
歌
舞
伎
の

流
れ
を
く
ん
で
い
ま
す
。ま
た
、
香
住

区
内
の
六
ヵ
所
に
つ
い
て
も
舞
な
ど

に
少
し
ず
つ
差
異
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
地
域
で
独
自
に
伝
承
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

下
浜
三
番
叟
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
始

ま
っ
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
に

出
石
藩
主
か
ら
三
番
叟
の
面
の
差
出

を
命
じ
ら
れ
ま
し
た
が
「
神
作
無
疑
」

と
い
う
理
由
で
差
し
戻
さ
れ
た
と
い

う
伝
承
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、
下
浜
の

旧
家
に
は
安
永
２
年
（
一
七
七
三
）

の
文
書
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
文

書
に
は
「
近
年
不
作
が
続
き
、
藩
か

ら
禁
じ
ら
れ
た
踊
り
を
再
度
催
し
た

い
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
こ
の
踊
り

が
三
番
叟
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ
れ

ば
、
成
立
は
一
八
世
紀
後
半
に
遡
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

町
内
の
三
番
叟
で
は
一
日
市
（
ひ

と
い
ち
）
三
番
叟
の
面
に
元
禄
九
年

（
一
六
九
六
）
の
墨
書
が
、
訓
谷
（
く

ん
だ
に
）
三
番
叟
が
伝
承
さ
れ
る
訓

谷
区
に
は
「
お
ど
り
」
の
記
載
が
あ

る
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
の
区
有

文
書
が
あ
り
ま
す
。
香
住
三
番
叟
が

伝
承
さ
れ
る
香
住
区
香
住
の
衣
装
箱

に
は
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
の
墨

書
が
あ
っ
た
と
伝
わ
り
、
香
美
町
香

住
区
で
は
一
八
世
紀
に
は
複
数
の
場

所
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で

き
ま
す
。

◇
下
浜
三
番
叟
の
概
要

　

八
幡
神
社
秋
季
祭
礼
で
豊
作
や
地

域
の
安
全
・
繁
栄
を
祈
念
し
て
奉
納

さ
れ
る
下
浜
三
番
叟
は
、
例
年
十
月

四
日
の
宵
宮
、
夜
七
時
頃
と
翌
日
十

月
五
日
本
宮
、
昼
二
時
過
ぎ
か
ら
下

浜
区
内
の
帝
釈
寺
境
内
の
薬
師
堂
で

披
露
さ
れ
ま
す
。

　

三
番
叟
に
は
三
人
の
踏
子
（
ふ
み

こ
）（
舞
い
手
）
が
舞
台
に
上
が
り
ま

す
。
踏
子
は
千
歳
（
せ
ん
ざ
い
）、
翁

（
お
き
な
）、
黒
木
尉
（
く
ろ
き
じ
ょ

う
）
と
呼
ば
れ
、
三
人
と
も
顔
に

真
っ
白
な
化
粧
を
施
し
ま
す
。
こ
れ

が
香
住
区
に
伝
わ
る
三
番
叟
の
特
徴

で
、
下
浜
三
番
叟
の
ほ
か
、
森
、
沖

浦
、
訓
谷
で
化
粧
を
施
し
ま
す
。

　

翁
、
黒
木
尉
は
そ
れ
ぞ
れ
翁
面
、

黒
木
尉
面
を
つ
け
る
た
め
、
面
の
裏

側
に
は
白
く
お
し
ろ
い
の
跡
が
残
っ

て
い
ま
す
。

　

下
浜
区
で
は
千
歳
は
小
学
生
、

翁
・
黒
木
尉
は
高
校
生
以
上
の
未
婚

者
が
務
め
ま
す
。

　

ま
ず
、
カ
ゲ
が
口
上
を
幕
内
で
述

べ
る
と
幕
が
開
き
ま
す
。
幕
が
開
く

と
ま
ず
千
歳
が
面
箱
を
掲
げ
、
中
央

に
移
動
し
御
輿
を
拝
み
ま
す
。
次
い

で
翁
、
黒
木
尉
が
順
に
出
て
き
て
中

央
で
神
輿
を
拝
ん
だ
後
、
翁
は
舞
台

右
手
の
座
に
、
黒
木
尉
は
舞
台
裏
へ

戻
り
ま
す
。「
と
う
と
う
た
ら

り
・
・
・
」
と
謡
が
始
ま
る
と
千
歳
の

舞
が
始
ま
り
ま
す
。

　

千
歳
の
舞
が
終
わ
り
に
近
づ
く

と
、
翁
が
面
を
つ
け
て
準
備
を
始
め

ま
す
。
千
歳
が
席
に
戻
る
と
、
謡
の

「
あ
げ
ま
き
や
・
・
・
」
で
翁
の
舞
が

始
ま
り
ま
す
。
翁
の
舞
が
終
わ
る
と
、

黒
木
尉
の
舞
が
始
ま
り
ま
す
。
こ
の

時
の
黒
木
尉
は
面
を
つ
け
ず
に
、
扇

を
も
っ
て
踊
り
ま
す
。
こ
の
舞
が
終

わ
る
と
千
歳
が
鈴
を
持
っ
て
舞
台
下

手
に
立
っ
て
黒
木
尉
と
か
け
あ
い
を

は
じ
め
ま
す
。千
歳
の
「
め
で
た
き
鈴

を
・
・
・
」
で
鈴
が
千
歳
か
ら
黒
木
尉

に
わ
た
り
、
黒
木
尉
の
鈴
の
舞
が
は

じ
ま
り
ま
す
。

　

下
浜
三
番
叟
の
時
間
は
約
一
時
間

三
〇
分
と
香
美
町
内
で
伝
承
さ
れ
る

三
番
叟
の
中
で
も
最
も
長
い
時
間
を

か
け
て
舞
わ
れ
ま
す
。

◇
下
浜
三
番
叟
保
存
会
に
つ
い
て

　

下
浜
三
番
叟
の
伝
承
は
、
近
世
に

は
地
域
の
若
者
た
ち
が
担
っ
て
お

り
、
青
年
団
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て

き
ま
し
た
。
し
か
し
昭
和
四
十
八
年

（
一
九
七
三
）
に
は
青
年
団
が
な
く
な

り
、
区
（
自
治
会
）
が
中
心
と
な
り
下

浜
三
番
叟
保
存
会
が
結
成
さ
れ
ま
し

た
。

　

保
存
会
の
下
に
実
行
委
員
会
が
組

織
さ
れ
、
実
行
委
員
会
に
は
踏
子
の

経
験
者
が
入
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま

す
。
翁
と
黒
木
尉
を
２
年
間
務
め
る

と
実
行
委
員
会
へ
の
加
入
を
勧
め
ら

れ
ま
す
。
現
在
、
実
行
委
員
会
員
は

一
五
名
程
度
で
、
特
に
年
齢
制
限
は

定
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

毎
年
八
月
中
旬
に
役
員
が
集
ま

り
、
踏
子
、
鼓
、
カ
ゲ
を
選
定
し
ま

す
。九
月
初
旬
に
役
が
決
ま
る
と
、
九

月
初
旬
頃
の
「
決
め
酒
」
を
経
て
練

習
が
始
ま
り
ま
す
。
練
習
は
祭
の
本

番
ま
で
約
三
週
間
、
夜
の
七
時
か
ら

九
時
ま
で
ほ
ぼ
毎
日
行
わ
れ
ま
す
。

踏
子
に
は
そ
れ
ぞ
れ
師
匠
が
つ
い
て

指
導
に
当
た
り
ま
す
。

　

こ
の
約
三
週
間
の
間
、
世
代
を
超

え
た
地
域
の
つ
な
が
り
が
さ
ら
に
深

く
な
り
、
地
域
の
振
興
に
貢
献
し
て

い
ま
す
。

寄 稿

下
浜
三
番
叟
の
伝
承

［黒木尉鈴の舞］

［千歳］

［黒木尉扇の舞］ ［翁］

［千歳と黒木尉による問答］
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長
崎
県
島
原
市

　
　
　

 

島
原
木
綿
織
保
存
会

 

会
長　

金
子　

加
代
子

（
令
和
元
年
度
助
成
先
）

一
、
発
祥
と
歴
史

　

藍
染
め
の
青
を
基
調
と
し
た
縦
縞

文
様
「
島
原
木
綿
」
は
、
慶
長
十
七
年

（
一
六
一
二
）、
有
明
町
の
勝
光
寺
が

建
立
さ
れ
た
際
に
門
信
徒
か
ら

一
五
〇
反
の
綿
布
が
献
上
さ
れ
た
と

の
記
録
か
ら
、
四
〇
〇
年
余
の
歴
史

を
持
つ
織
物
と
言
わ
れ
、
島
原
半
島

の
北
部
、
特
に
有
明
地
区
・
三
会
（
み

え
）
地
区
で
盛
ん
に
織
ら
れ
て
い
た

そ
う
で
す
。

　

明
治
の
始
め
に
は
機
械
機
（
ば
た
）

が
導
入
さ
れ
、
家
内
工
業
か
ら
工
場

生
産
へ
。
島
原
木
綿
は
丈
夫
で
長
持

ち
、
尺
も
長
い
ー
と
重
宝
が
ら
れ
ま

し
た
。さ
ら
に
、
久
留
米
の
熟
練
工
を

招
い
て
、
染
料
の
精
選
と
織
り
上
げ

技
術
の
習
得
に
務
め
、「
明
治
三
十
六

年
第
五
回
内
国
勧
業
博
覧
会
」
で
総

裁
賞
に
輝
き
ま
し
た
。正
藍
染
（
し
ょ

う
あ
い
ぞ
め
）
等
の
質
も
高
く
、
九

州
一
円
か
ら
関
西
方
面
、
遠
く
は
海

外
へ
も
輸
出
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
大
正
七
、八
年
頃
を
頂
点

に
衰
退
を
始
め
、
昭
和
十
六
年
の
戦

争
勃
発
に
よ
る
綿
糸
統
制
、
金
属
供

出
等
で
、
一
一
〇
〇
台
の
機
械
機
は

一
八
〇
台
余
と
な
り
、
機
（
は
た
）
の

音
は
途
絶
え
て
い
き
ま
し
た
。
昭
和

二
十
六
年
、
国
か
ら
二
度
に
わ
た
り

綿
糸
供
給
を
受
け
、
島
原
木
綿
協
同

組
合
で
発
足
を
試
み
ま
し
た
が
、
復

興
に
は
い
た
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

こ
う
し
て
、
織
り
の
世
界
で
は
、

島
原
木
綿
は
「
幻
の
反
物
」
と
言
わ

れ
、
姿
を
消
し
た
の
で
す
。

二
、
復
活
へ
の
取
り
組
み

　

昭
和
六
十
二
年
、
有
明
町
歴
史
民

俗
資
料
館
落
成
の
折
り
、
民
家
の
小

屋
に
眠
っ
て
い
た
手
織
機
が
農
機
具

等
と
一
緒
に
町
に
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
を
機
に
、
有
明
町
民
の
間
で
、

「
家
族
総
出
の
木
綿
引
き
」「
ト
ン
パ

タ
ト
ン
パ
タ
の
機
の
音
」「
母
や
祖
母

の
織
り
姿
」
等
、
過
ぎ
し
日
の
想
い

出
話
が
広
が
り
、
町
全
体
に
島
原
木

綿
復
活
へ
の
期
待
感
が
静
か
に
膨
ら

ん
で
い
き
ま
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
中
、「
有
明
の
歴
史
を

語
る
会
」
の
会
員
と
資
料
館
の
担
当

者
は
、
織
り
の
経
験
者
を
探
し
出
し
、

島
原
木
綿
の
再
現
を
試
み
た
の
で
す
。

　

そ
の
一
人
で
あ
る
荒
木
シ
ズ
ヨ
さ

ん
の
、
か
す
か
に
残
る
織
り
の
経
験

と
記
憶
を
も
と
に
、
集
ま
っ
た
小
道

具
や
古
糸
な
ど
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
機

能
や
役
割
等
を
調
べ
、
織
り
の
工
程

を
ゆ
っ
く
り
と
確
認
し
合
い
、
長
い

時
間
を
か
け
て
一
反
の
反
物
が
織
り

上
が
り
ま
し
た
。

　

一
方
、
有
明
町
教
育
委
員
会
も
、

島
原
木
綿
の
再
興
に
向
け
て
二
年
間

に
三
期
の
織
り
教
室
を
開
催
し
ま
し

た
。

　

第
一
期
一
三
名
の
申
込
者
は
、
初

回
は
や
っ
と
撚
り
糸
（
よ
り
い
と
）

を
つ
く
る
だ
け
。
時
間
だ
け
が
過
ぎ
、

修
了
式
を
迎
え
て
も
器
具
の
名
前
も

覚
え
ら
れ
ず
、
四
苦
八
苦
の
教
室

だ
っ
た
の
で
す
。

　

そ
の
後
、
二
期
目
、
三
期
目
の
織

り
教
室
を
経
て
、
平
成
二
年
七
月
、

「
島
原
木
綿
織
保
存
会
」（
以
下
「
保

存
会
」）
が
誕
生
し
ま
し
た
。会
員
は
、

久
保
須
美
子
初
代
会
長
の
も
と
、
織

り
の
工
程
を
確
か
め
な
が
ら
、
平
成

の
縞
（
し
ま
）
に
挑
戦
し
て
い
き
ま

し
た
。

　

平
成
四
年
に
は
「
第
四
回
手
仕
事

と
伝
統
の
全
国
木
綿
染
織
展
」
に
、

保
存
会
か
ら
初
め
て
六
点
を
出
展
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。当
時
、
二
社

の
新
聞
に
「
幻
の
反
物
島
原
木
綿
復

活
」
と
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
以
降
、
長

崎
県
展
の
「
工
芸
の
部
」
に
出
品
し
、

特
別
賞
や
新
人
賞
を
始
め
、
入
選
を

重
ね
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

中
で
も
、
久
保
会
長
の
作
品
が

「
ア
ジ
ア
工
芸
展
・
福
太
郎
賞
」
を
受

賞
し
た
こ
と
は
、
会
員
も
含
め
て
大

き
な
喜
び
で
、
活
動
に
当
た
っ
て
の

会
員
の
自
信
と
な
り
ま
し
た
。

　

一
〇
〇
年
の
手
織
機
で
織
り
上
げ

る
縦
縞
の
島
原
木
綿
を
未
来
に
繋
げ

る
た
め
に
、
同
じ
縞
を
再
び
織
る
こ

と
が
で
き
る
秘
伝
の
書
「
平
成
の
縞

帳
（
し
ま
ち
ょ
う
）」
も
作
成
し
た
久

保
須
美
子
会
長
は
、
平
成
十
一
年
に

長
崎
県
の
匠
と
し
て
「
長
崎
の
工
芸

家
」
に
選
ば
れ
ま
し
た
。

　

併
せ
て
、
保
存
会
は
「
島
原
半
島

文
化
章
」「
長
崎
県
地
域
文
化
章
」
の

栄
を
受
け
、
平
成
二
十
二
年
に
は

「
島
原
市
無
形
民
俗
文
化
財
」
に
指
定

さ
れ
ま
し
た
。

　

次
世
代
へ
繋
ぐ
た
め
に
、
一
本
一

本
の
糸
と
向
き
合
う
責
任
を
担
う
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。

三
、
現
在
の
活
動

　

織
り
の
活
動
は
毎
週
三
回
（
火
・

木
・
土
曜
日
）
行
っ
て
い
ま
す
。
織
り

の
命
で
あ
る
一
七
の
工
程
を
大
切
に

し
、
工
程
は
一
見
し
て
分
か
る
よ
う

に
パ
ネ
ル
に
し
ま
し
た
。

　

火
山
国
際
会
議
が
島
原
市
で
開
催

さ
れ
た
折
り
は
、
島
原
木
綿
で
「
名

刺
入
れ
」
や
「
箸
ま
き
」
等
の
作
成
に

協
力
し
ま
し
た
。

　

世
界
ジ
オ
パ
ー
ク
に
島
原
が
認
定

さ
れ
ま
し
た
が
、
島
原
木
綿
は
ジ
オ

の
産
物
と
の
評
価
を
受
け
、
ジ
オ
旅

一
行
の
方
々
と
島
原
木
綿
パ
ネ
ル
作

成
を
行
い
ま
し
た
。

　

島
原
城
復
興
記
念
館
で
は
、
一
か

月
間
「
島
原
木
綿
展
」「
機
織
体
験
・

糸
巻
き
体
験
」
等
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

平
成
三
十
年
の
七
〜
八
月
に
は
、

島
原
木
綿
織
教
室
を
開
催
し
ま
し

た
。
一
三
名
の
学
級
生
の
う
ち
三
名

の
会
員
申
し
込
み
が
あ
り
、
現
在
、

一
緒
に
活
動
中
で
す
。

　

毎
年
二
月
に
行
わ
れ
る
有
明
公
民

館
ま
つ
り
で
は
、
織
体
験
の
た
め
に

織
機
二
台
を
準
備
し
て
い
ま
す
が
、

好
評
で
列
が
で
き
る
ほ
ど
で
す
。
さ

ら
に
、
日
常
の
参
観
申
し
込
み
も
積

極
的
に
受
け
入
れ
て
、
島
原
木
綿
の

啓
発
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

一
〇
〇
年
の
織
機
と
現
代
の
世
の

中
と
の
繋
が
り
が
で
き
た
思
い
で
す
。

四
、
今
後
の
取
り
組
み

　

令
和
の
時
代
を
迎
え
、
保
存
会
は

来
年
三
〇
周
年
を
迎
え
ま
す
が
、
島

原
木
綿
継
承
の
活
動
は
、
縦
縞
一
本

藍
模
様
に
「
織
り
手
の
想
い
を
載
せ

る
こ
と
」
を
目
指
し
て
織
り
続
け
て

い
ま
す
。

　

令
和
の
島
原
木
綿
は
、「
丈
夫
で
長

持
ち
」
に
加
え
、
少
し
味
わ
い
の
違

う
、
ふ
わ
っ
と
さ
わ
や
か
縦
縞
も
目

指
し
て
い
ま
す
。そ
し
て
、
織
り
に
か

か
わ
る
「
引
き
機
・
整
型
台
・
男
巻
・

女
巻
・
菊
止
め
・
綜
絖
（
そ
う
こ

う
）・
緯
糸
（
ぬ
き
い
と
）・
経
糸
（
た

て
い
と
）・
杼
（
ひ
）・
踏
み
木
」
等
々

の
名
称
・
言
葉
を
自
由
に
使
え
る
よ

う
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
「
人
の
道
と
木
綿
の
道
は
、
一
歩
た

り
と
も
間
違
う
こ
た
ぁ
で
き
ぬ
」
と

の
先
人
の
言
葉
を
忘
れ
ず
、
一
〇
〇
年

の
織
機
と
道
具
た
ち
に
感
謝
し
な
が

ら
今
後
も
活
動
を
続
け
て
参
り
ま
す
。

寄 稿

幻
の
反
物
「
島
原
木
綿
」

［織り上がった反物（島原木綿）］

［100年を超える手織機］
髙機（たかばた）

［島原市展展示の様子］

［小学生の織体験］
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