
﹁
え
び
す
﹂
の
芸
能
名
称
に
関
す
る
一
考
察

中

村

茂

子

は
じ
め
に

一

祝
福
芸
と
し
て
の
﹁
え
び
す
﹂
の
芸
能

１

阿
波
木
偶
三
番
叟
ま
わ
し
の
﹁
え
び
す
舞
﹂

２

万
歳
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
﹁
え
び
す
﹂

３

七
福
神
舞
の
﹁
え
び
す
﹂

４

そ
の
他
の
祝
福
芸
に
み
る
﹁
え
び
す
﹂

二

神
楽
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
﹁
え
び
す
﹂

１

関
東
地
方
を
中
心
と
し
た
江
戸
里
神
楽
系
神
楽
に
み
る
﹁
え
び
す
﹂

２

茨
城
県
上
山
川
諏
訪
神
社
太
々
神
楽
の
﹁
恵
比
寿
︵
鯛
釣
り
︶
の
舞
﹂

３

高
知
県
物
部
村
い
ざ
な
ぎ
流
御
祈
祷
の
﹁
え
び
す
神
楽
﹂

三

﹁
え
び
す
﹂
の
芸
能
・
そ
の
発
生
と
展
開

お
わ
り
に

は
じ
め
に

平
成
二
〇
年
度
国
の
﹁
登
録
有
形
民
俗
文
化
財
﹂
の
一
種
と
し
て
、
﹁
阿あ

波わ

木で

偶こ

の
門か
ど

付づ

け
用
具
﹂
一
六
三
点

︵
所
有
者

阿
波
木
偶
箱
廻
し
を
復
活
す

−

る
会

所
有
者
住
所

徳
島
県
徳
島
市
︶
が
登
録
さ
れ
た
。
筆
者
は
、
平
成
二

−

1

一
年
三
月
六
日
に
明
治
大
学
駿
河
台
リ
バ
テ
ィ
タ
ワ
ー
内

リ
バ
テ
ィ
ホ
ー
ル

＜

で
行
わ
れ
た
﹁
門
付
芸
、
舞
の
宇
宙

祝
福
と
予
祝
︵
第
二
二
二
回

現
代

＞
−

史
研
究
会
︶
﹂
と
い
う
催
物
で
、
偶
然
に
﹁
阿
波
の
木
偶
ま
わ
し
﹂
実
演
を
観

賞
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
ま
た
、
実
演
に
先
立
っ
て
解
説
を
担
当
さ
れ
た
辻

2

本
一
英
氏
の
著
書
﹃
阿
波
の
で
こ
ま
わ
し
﹄
を
会
場
内
で
購
入
し
た
。
辻
本
氏

3

に
よ
る
実
演
の
解
説
や
著
作
、
お
よ
び
当
日
の
実
演
に
よ
れ
ば
、
﹁
阿
波
木
偶

ま
わ
し
﹂
は
﹁
三
番
叟
ま
わ
し
﹂
と
﹁
箱
廻
し
﹂
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い

う
。
正
月
の
祝
福
芸
で
あ
り
、
門
付
芸
と
し
て
の
﹁
三
番
叟
ま
わ
し
﹂
は
、
最

初
に
千
歳
、
翁
、
三
番
叟
の
木
偶
三
体
を
舞
わ
し
て
家
人
の
無
病
息
災
、
五
穀

豊
穣
を
祈
り
、
最
後
に
﹁
え
び
す
﹂
を
舞
わ
し
て
豊
漁
、
商
売
繁
盛
を
予
祝
し

た
。
﹁
三
番
叟
ま
わ
し
﹂
の
最
後
に
登
場
す
る
﹁
え
び
す
﹂
は
最
も
華
や
か
な

舞
で
あ
り
、
人
々
に
喜
ば
れ
、
待
た
れ
て
い
る
演
目
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
門
外
漢
に
と
っ
て
芸
能
種
目
名
だ
け
で
は
、
そ
の
存
在
さ
え
知
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
こ
の
経
験
を
き
っ
か
け
に
、
過
去
に
も
似
た
よ
う
な
経
験
を
し
た
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記
憶
が
よ
み
が
え
っ
た
。

そ
の
一
つ
は
、
茨
城
県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
﹁
結
城
市
上
山
川
諏
訪
神
社

太
々
神
楽
﹂
第
七
座
・
﹁
恵
比
寿
︵
鯛
釣
り
︶
の
舞
﹂
で
あ
る
。
筆
者
が
こ
の

舞
を
見
た
の
は
、
平
成
一
七
年
度
に
茨
城
県
指
定
の
無
形
民
俗
文
化
財
と
な
っ

た
こ
の
神
楽
の
予
備
調
査
と
し
て
、
平
成
一
六
年
四
月
三
日
の
上
山
川
諏
訪
神

社
祭
礼
に
奉
納
さ
れ
た
時
、
ま
た
平
成
一
七
年
一
〇
月
三
〇
日
︵
日
曜
︶
に
特

別
に
公
開
さ
れ
た
時
、
平
成
二
〇
年
一
一
月
八
日
︵
土
︶
茨
城
県
石
岡
市
で
行

わ
れ
た
﹁
第

回
国
民
文
化
祭
い
ば
ら
ぎ
﹂
の
一
端
と
し
て
参
加
し
た
﹁
第

23

32

回
茨
城
県
郷
土
民
俗
芸
能
の
集
い
﹂
で
演
じ
ら
れ
た
時
の
三
回
で
あ
る
。
後
に

記
す
よ
う
に
﹁
恵
比
寿
︵
鯛
釣
り
︶
の
舞
﹂
は
、
他
の
演
目
の
四
倍
も
時
間
を

費
や
し
て
演
じ
ら
れ
、
三
回
と
も
常
に
観
客
の
注
目
の
的
に
な
っ
て
い
た
。

二
つ
目
は
、
茨
城
県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
﹁
水
戸
大
神
楽
﹂
の
柳
貴
家
勝

蔵
社
中
に
よ
る
滑
稽
掛
け
合
い
﹁
え
び
す
大
黒
﹂
で
あ
る
。
平
成
二
〇
年
一
月

二
二
日
︵
火
︶
に
柳
貴
家
勝
蔵
社
中
が
、
鉾
田
市
冷ひ
や

水み
ず

で
年と
し

場ば

と
称
し
て
い
る

正
月
最
後
の
各
戸
巡
り
を
し
て
い
る
一
軒
で
、
余
興
芸
の
最
後
に
演
じ
た
の
が

滑
稽
掛
け
合
い
﹁
え
び
す
大
黒
﹂
で
あ
る
。
黒
紋
付
き
で
正
装
し
た
親
方
で
あ

る
勝
蔵
師
と
弟
子
の
二
人
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
小
道
具
を
駆
使
し
て
﹁
鯛
釣
り
﹂

の
様
子
を
演
じ
て
見
せ
、
最
後
に
﹁
め
で
た
い
な

め
で
た
い
な

当
家
に
え

び
す
大
黒
舞
い
来
た
り
﹂
と
始
ま
る
数
え
歌
風
の
歌
を
簡
単
な
身
振
り
を
つ
け

な
が
ら
囃
子
方
と
掛
け
合
い
で
歌
っ
て
終
了
し
た
。

え
び
す
神
は
漁
業
神
・
商
業
神
・
農
業
神
、
ま
た
七
福
神
を
代
表
す
る
神
と

し
て
庶
民
に
親
し
ま
れ
、
厚
い
信
仰
を
得
て
い
る
。
し
か
し
、
芸
能
と
し
て
演

じ
ら
れ
る
﹁
え
び
す
﹂
は
七
福
神
舞
の
一
神
、
神
楽
や
祝
福
芸
の
一
部
、
囃
子

舞
な
ど
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
一
演
目
と
し
て
演
じ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

﹁
え
び
す
﹂
と
い
う
芸
能
種
目
名
と
し
て
は
伝
承
さ
れ
て
い
な
い
。
本
論
で
は
、

全
国
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
生
業
の
庶
民
に
幅
広
く
信
仰
さ
れ
て
い
る
え
び
す
神

と
、
﹁
え
び
す
﹂
の
芸
能
と
の
間
に
横
た
わ
る
目
に
見
え
な
い
壁
の
よ
う
な
も

の
の
存
在
が
、
な
ん
で
あ
る
か
を
考
察
し
て
み
た
い
。

一

祝
福
芸
と
し
て
の
﹁
え
び
す
﹂
の
芸
能

﹁
え
び
す
﹂
の
芸
能
の
発
生
と
展
開
は
、
兵
庫
県
西
宮
市
広
田
神
社
の
摂
社

で
あ
っ
た
、
西
宮
神
社
に
所
属
し
て
い
た
傀く

ぐ

儡つ

子
た
ち
が
、
西
宮
神
社
の
信
仰

を
広
め
る
た
め
に
演
じ
た
え
び
す
の
木で

偶く

に
よ
る
鯛
釣
り
の
芸
能
﹁
夷
ま
わ

し
﹂
、
﹁
夷
か
き
﹂
と
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
江
戸
時
代
初
期

に
淡
路
に
渡
っ
た
傀
儡
子
と
浄
瑠
璃
語
り
の
芸
が
合
体
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

現
在
日
本
を
代
表
す
る
伝
統
芸
能
の
一
種
・
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
を
発
生
さ
せ
る

源
流
と
な
っ
た
。

１

阿
波
木
偶
三
番
叟
ま
わ
し
の
﹁
え
び
す
舞
﹂

﹁
夷
ま
わ
し
﹂
は
室
町
時
代
に
宮
中
に
も
参
内
し
、
鯛
釣
り
や
猿
楽
の
物
ま

ね
芸
を
演
じ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
芸
を
継
承
し
て
い
る
と
い
う
阿
波

の
﹁
三
番
叟
ま
わ
し
﹂
は
、
正
月
に
徳
島
県
ば
か
り
で
な
く
、
西
日
本
を
中
心

と
し
た
地
域
の
各
戸
を
め
ぐ
っ
て
荒
神
を
拝
し
、
木
偶
に
能
の
﹁
翁
︵
式
三

番
︶
﹂
を
舞
わ
せ
、
無
病
息
災
、
五
穀
豊
穣
を
祈
願
し
、
そ
の
後
に
え
び
す
人

形
を
舞
わ
し
て
商
売
繁
盛
、
豊
漁
を
予
祝
す
る
祝
福
芸
、
門
付
芸
で
あ
る
。
祝
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福
芸
、
門
付
芸
と
し
て
の
﹁
三
番
叟
ま
わ
し
﹂
の
芸
態
は
、
四
体
の
木
偶
︵
千

歳
・
翁
・
三
番
叟
・
え
び
す
︶
や
諸
道
具
を
大
き
な
木
箱
に
収
納
し
、
こ
れ
を

人
形
浄
瑠
璃
を
演
じ
る
﹁
箱
ま
わ
し
﹂
の
木
偶
と
諸
道
具
を
入
れ
た
木
箱
と
共

に
一
対
で
、
天
秤
棒
で
担
い
で
家
々
を
訪
問
し
た
。
玄
関
に
入
っ
て
一
方
の
木

箱
か
ら
千
歳
・
翁
・
三
番
叟
の
順
番
に
木
偶
を
取
り
出
し
て
舞
わ
せ
、
最
後
に

演
じ
る
﹁
え
び
す
舞
﹂
は
、
木
箱
を
舞
台
の
よ
う
に
し
て
舞
わ
せ
た
が
、
そ
の

姿
は
一
九
七
〇
年
代
以
後
に
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
先
に
記
し
た
よ
う
に
、
筆

4

者
は
二
〇
〇
九
年
三
月
六
日
に
明
治
大
学
リ
バ
テ
ィ
ホ
ー
ル
で
行
わ
れ
た
﹁
第

二
二
二
回

現
代
史
研
究
会

門
付
芸
、
舞
の
宇
宙

祝
福
と
予
祝
﹂
と
い
う

−

催
物
で
、
中
内
正
子
・
南

公
代
氏
と
い
う
若
い
女
性
二
人
に
よ
っ
て
演
じ
ら

れ
た
﹁
三
番
叟
ま
わ
し
﹂
と
﹁
箱
ま
わ
し
﹂
を
見
た
。
中
内
正
子
氏
は
、
一
九

九
五
年
に
組
織
さ
れ
た
﹁
阿
波
木
偶
箱
廻
し
を
復
活
す
る
会
﹂
に
参
画
し
、
一

九
九
九
年
に
当
時
唯
一
の
伝
承
者
で
あ
っ
た
﹁
三
番
叟
ま
わ
し
﹂
の
師
匠
に
弟

子
入
り
、
師
の
門
付
け
に
三
年
間
同
行
し
て
、
そ
の
技
術
や
得
意
先
を
継
承
し

た
。
師
匠
の
引
退
後
は
正
月
の
門
付
け
を
行
う
よ
う
に
な
り
、
二
〇
〇
五
年
に

は
七
〇
〇
戸
の
家
々
を
め
ぐ
っ
た
。
現
在
、
中
内
氏
が
代
表
を
務
め
る
﹁
阿
波

木
偶
箱
廻
し
を
復
活
す
る
会
﹂
で
は
、
正
月
の
門
付
け
が
終
わ
る
と
全
国
各
地

で
行
わ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
の
公
演
に
参
加
し
て
い
る
。
辻
本
一
英
氏

は
﹃
阿
波
の
で
こ
ま
わ
し
﹄
の
中
で
、
﹁
三
番
叟
ま
わ
し
﹂
が
正
月
神
事
と
し

て
定
着
し
て
い
た
の
に
比
べ
て
、
﹁
え
び
す
ま
わ
し
﹂
や
﹁
大
黒
ま
わ
し
﹂
は
、

祝
福
の
言こ
と

祝ほ

ぎ
芸
で
あ
っ
た
た
め
、
賤
視
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
を
﹁
言

祝
ぎ
歌
の
詞
章
﹂
と
と
も
に
記
し
て
お
ら
れ
る
。

5

２

万
歳
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
﹁
え
び
す
﹂

万
歳
は
新
年
に
家
々
を
訪
れ
て
祝
言
を
述
べ
る
門
付
芸
の
一
種
で
、
歴
史
的

に
は
平
安
時
代
末
期
に
登
場
し
て
い
た
千せ
ん

秋ず

万ま
ん

歳ざ
い

が
源
流
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ

て
い
る
代
表
的
な
祝
福
芸
で
あ
る
。
万
歳
に
﹁
え
び
す
﹂
は
、
ど
の
よ
う
な
芸

態
で
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
か
を
検
証
し
て
み
よ
う
。

①

大
和
万
歳
の
﹁

戎
え
び
す

舞
﹂

現
在
大
和
万
歳
は
行
わ
れ
て
い
な
い
が
、
昭
和
二
八
年
に
岡
田
弘
氏
が
大
和

万
歳
最
後
の
伝
承
者
で
あ
っ
た
と
い
う
、
宮
本
政
一
よ
り
採
集
し
た
と
い
う
詞

章
の
中
に
﹁
戎
舞
﹂
が
あ
っ
た
。
当
時
は
五
演
目
が
伝
承
さ
れ
て
い
て
、
﹁
柱

立
﹂
﹁
田
植
舞
﹂
﹁
南
蛮
胡
椒
﹂
﹁
戎
舞
﹂
﹁
月
歌
﹂
の
順
番
で
、
次
々
と
演
じ
る

の
が
正
式
で
あ
っ
た
と
い
う
。
﹁
戎
舞
﹂
の
詞
章
は
、
以
下
の
よ
う
な
意
味
不

明
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

﹁
そ
も
そ
も
西
宮

戎
三
郎
殿

本
地
を
く
わ
し
ほ
い
た
ず
ね

た
ず
ね
申

せ
ば

わ
が

朝
ち
ょ
う

に
い
て

じ
よ
て
こ
う
て
は

大
神
宮
の

一
の
后
に
は
い

わ
れ
そ
う
な
る

た
て
ま
つ
る
た
て
ま
つ
る

総
じ
て
戎
の

生
れ
ひ
る
ま
う

や
れ
や
お
ん
ば
さ
ん

い
ま
の
目
出
た
い
こ
と
は
︵
中
略
︶
こ
の
よ
う
で
き
た

の
御
殿
の
若
い
戎
に

し
や
と
き
せ

き
せ
た
て
ま
つ
る

思
い
み
な
と
に
船

漕
き
よ
せ

あ
き
な
い
こ
と
は
と
う
る
て
あ
る
て

か
ら
り
百
万
石

若
戎
若

よ
う
に

目
出
た
し
目
出
た
し
﹂
。

6

②

三
河
万
歳
・
尾
張
万
歳
・
越
前
万
歳
の
﹁
七
福
神
﹂

三
河
万
歳
・
尾
張
万
歳
は
、
江
戸
時
代
を
通
し
て
新
年
に
江
戸
に
出
て
、
三
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河
出
身
武
士
の
屋
敷
を
中
心
に
訪
問
し
、
祝
福
芸
を
演
じ
た
ほ
か
三
河
・
尾
張

地
方
の
城
下
町
を
中
心
に
、
武
家
屋
敷
や
豪
農
な
ど
を
定
期
的
に
訪
れ
て
祝
賀

を
行
っ
て
い
た
。
ま
た
、
越
前
万
歳
も
そ
の
活
動
は
江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら

で
、
越
前
、
加
賀
の
各
地
で
厚
遇
を
受
け
た
。
﹃
大
衆
芸
能
資
料
集
成
﹄
第
一

巻
に
所
収
さ
れ
て
い
る
﹁
三
河
万
歳
﹂
お
よ
び
﹁
尾
張
万
歳
﹂
の
詞
章
中
に

は
、
数
え
歌
の
﹁
七
福
神
﹂
が
採
録
さ
れ
て
お
り
、
﹁
三
河
万
歳
﹂
の
場
合
は

弁
財
天
を
除
い
た
六
福
神
を
歌
い
込
み
、
最
後
に
﹁
︵
前
略
︶
恵
比
須
大
黒

集
ま
り
て

当
家
へ
さ
し
て
の
り
こ
め
る

金
の
湧
く
声
唸
り
声

︵
以
下

略
︶
﹂
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
詞
章
は
、
﹁
西
尾
市
の
三
河
万
歳
﹂
︵
西
尾

市
史
編
纂
室
編

西
尾
市
教
育
委
員
会

昭
和
四
七
年
刊
行
︶
か
ら
転
載
さ
れ

た
も
の
で
、
岡
田
氏
に
よ
れ
ば
現
存
者
で
演
じ
ら
れ
る
人
は
い
な
い
と
い
う
。

ま
た
﹁
尾
張
万
歳
﹂
の
場
合
は
、
﹁
一
つ
と
せ

広
い
お
居
間
に
福
の
神

七

人
揃
う
て
お
酒
盛
り

琵
琶
を
ひ
く
や
ら
歌
う
や
ら

二
つ
と
せ

福
徳
円
満

限
り
な
く

出
る
人
入
る
人
え
び
す
顔

笑
う
門
に
は

福
き
た
る
︵
以
下

略
︶
﹂
と
い
う
も
の
で
、
こ
れ
は
花
房
喜
三
の
覚
え
書
き
を
掲
載
し
た
も
の
で

あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
﹁
越
前
万
歳
﹂
の
場
合
は
、
以
下
の
よ
う
な
詞
章
に

な
っ
て
い
る
。
﹁
徳と
く

若わ
か

に
御ご

萬ま
ん

歳ざ
い

と
ふ
や

有
難
か
り
け
る
君
が
代
は

栄
へ

ま
し
ま
す

瑞
し
る
し
(
マ
マ
)

か
や

先
づ
初
春
の
御ぎ
ょ

慶け
い

に
は

無
量
の
宝
を
授
づ
け
ん
と

宝
尽
し
の
御
船
に

お
の
〳
〵
と
り
乗
り
給
い
つ
ゝ

祝
い
港
へ
着
き
給
う

そ
の
七
福
の
か
ず
〳
〵
を

七
番
め
の
萬
歳
と
︵
中
略
︶
続
い
て
二
番
の
御
船

は

時
に
乗
り
た
る
若
夷

釣
竿
振
り
も

ふ
(
マ
マ
)

か
い
が
い
し
く

げ
に
も
め
で

た
き
大
鯛
の
︵
以
下
略
︶
﹂
。
そ
の
他
、
鹿
野
正
男
﹁
会
津
萬
歳
師
聞
き
書
︵
昭

7

和
五
十
八
年
九
月
︶
﹂
に
も
、
﹁
七
福
神
﹂
の
詞
章
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

8

③

秋
田
万
歳
の
囃
子
舞

秋
田
万
歳
の
発
生
に
つ
い
て
は
、
慶
長
年
間
︵
一
五
九
六
～
一
六
一
五
︶
に

常
陸
の
佐
竹
氏
移
封
と
と
も
に
、
三
河
系
万
歳
が
伝
播
し
た
と
い
う
説
と
、
元

禄
時
代
︵
一
六
八
八
～
一
七
〇
四
︶
に
、
尾
張
万
歳
が
江
戸
風
化
し
た
江
戸
万

歳
を
取
り
入
れ
、
秋
田
独
自
の
変
化
を
遂
げ
た
も
の
と
い
う
二
つ
の
伝
承
が
あ

る
。
明
治
時
代
に
は
、
三
〇
組
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。
万
歳
の
芸

態
は
、
大
夫
が
唱
え
る
正
式
な
詞
章
に
、
才
蔵
が
相
の
手
と
し
て
﹁
づ
く
し

物
﹂
を
入
れ
な
が
ら
進
行
す
る
。
そ
の
他
に
、
余
興
芸
と
し
て
才
蔵
話
・
民

謡
・
囃
子
舞
を
演
目
に
加
え
て
い
る
。
囃
子
舞
の
一
演
目
と
し
て
﹁
え
び
す

舞
﹂
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
詞
章
は
﹁
こ
ら
何
舞
も
か
に
舞
も

お
っ
と

9

り
お
え
で

と
り
お
え
で

こ
ら
何
舞
も
か
に
舞
も

こ
ら
お
っ
と
り
お
え
で

と
り
お
え
で

え
び
す
舞
は
ミ
ッ
サ
イ
ナ
ー

え
び
す
舞
は
ミ
ッ
サ
イ
ナ
ー

え
び
す
舞
に
は
誰
れ
彼
れ
ど

モ
ッ
ケ
ガ
ッ
パ
も
く
の
じ
ょ
う

何
網
は
よ
か

ろ
か
︵
中
略
︶

お
つ
げ
に
し
ゃ
し
ゃ
れ

え
び
す
舞
は
ミ
ッ
サ
イ
ナ
ー

え

び
す
舞
は
ミ
ッ
サ
イ
ナ
ー
﹂
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

10

以
上
、
万
歳
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
﹁
え
び
す
﹂
は
、
最
も
古
い
歴
史
を
持
つ

大
和
万
歳
に
﹁
戎
舞
﹂
が
あ
っ
て
、
意
味
不
明
の
詞
章
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
他

に
は
、
﹁
七
福
神
﹂
と
し
て
登
場
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。
秋
田
万
歳
に
取
り

入
れ
ら
れ
て
い
る
囃
子
舞
の
﹁
え
び
す
舞
﹂
は
、
万
歳
ば
か
り
で
な
く
新
潟
県

の
綾
子
舞
や
青
森
県
の
え
ん
ぶ
り
、
岩
手
県
の
田
植
踊
に
も
余
興
芸
と
し
て
演

じ
ら
れ
て
い
る
。
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七
福
神
舞
の
﹁
え
び
す
﹂

七
福
神
が
、
現
在
の
よ
う
な
え
び
す
・
大
黒
・
毘
沙
門
・
弁
天
・
布
袋
・
寿

老
人
と
い
う
構
成
に
定
ま
っ
た
の
は
江
戸
時
代
後
期
以
後
で
、
江
戸
時
代
前
期

に
は
え
び
す
・
毘
沙
門
・
大
黒
の
他
に
は
、
吉
祥
天
や
猩
々
な
ど
も
加
え
ら
れ

た
場
合
も
あ
っ
た
。
福
神
信
仰
は
、
能
狂
言
の
演
目
の
中
に
、
﹁
福
の
神
﹂
﹁
夷

毘
沙
門
﹂
﹁
え
び
す
大
黒
﹂
な
ど
が
存
在
す
る
の
で
、
室
町
時
代
に
は
京
都
で

﹁
え
び
す
と
毘
沙
門
、
え
び
す
と
大
黒
﹂
と
い
っ
た
一
対
の
福
神
が
登
場
し
て

い
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
室
町
時
代
末
期
に
は
、
え
び
す
と
一
対
の
福
神
を

中
心
に
次
々
と
新
し
い
福
神
が
加
え
ら
れ
た
。
七
福
神
が
成
立
し
た
の
は
、
七

が
吉
数
と
し
て
選
択
さ
れ
た
の
に
加
え
て
、
巡
拝
す
る
対
象
数
と
し
て
も
適
切

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
江
戸
時
代
を
通
し
て
七
福
神
詣
が
流
行
し
、
各
地
に
広

ま
っ
た
。

七
福
神
舞
は
、
主
と
し
て
東
北
地
方
に
分
布
し
て
い
る
が
、
ほ
ぼ
全
国
的
に

み
ら
れ
る
。
成
城
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科

田
中
研
究
室

全
国
エ
ビ
ス
信

仰
調
査
報
告
書
﹃
え
び
す
の
せ
か
い
﹄
に
収
録
さ
れ
た
﹁

資
料
編

全
国
エ

＜
＞

ビ
ス
信
仰
一
覧
表
﹂
に
記
載
さ
れ
て
い
る
エ
ビ
ス
の
芸
能
の
件
数
は
、
東
北
地

方
に
一
七
カ
所
、
関
東
地
方
に
二
カ
所
、
中
部
・
東
海
地
方
に
一
〇
カ
所
、
近

畿
地
方
に
三
カ
所
、
中
国
・
四
国
地
方
に
一
カ
所
、
九
州
地
方
に
三
カ
で
、
合

計
三
六
カ
所
で
あ
る
。
こ
の
三
六
カ
所
中
、
江
戸
時
代
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
と

い
う
伝
承
を
有
し
て
い
る
の
は
、
半
数
に
満
た
な
い
一
六
カ
所
で
、
そ
の
他
の

伝
承
地
で
は
明
治
、
大
正
、
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
伝
播
し
た
と
伝
え
て
い
る
。

11

東
北
地
方
の
場
合
は
、
か
つ
て
小
正
月
を
中
心
に
豊
作
を
祈
っ
て
各
戸
を
め

ぐ
っ
た
﹁
田
植
踊
﹂
と
と
も
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。

平
成
七
年
に
国
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
と
な
っ
た
、
福
島
県
二
本
松
市

石
井
の
﹁
七
福
神
と
田
植
踊
﹂
は
、
そ
の
種
目
名
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

東
北
地
方
を
中
心
に
広
く
分
布
し
て
い
る
初
春
の
豊
作
予
祝
芸
で
あ
る
﹁
田
植

踊
﹂
に
先
だ
っ
て
、
七
福
神
が
次
々
と
訪
問
先
の
家
の
座
敷
に
舞
い
込
み
、
祝

言
を
述
べ
な
が
ら
寿
ぎ
の
舞
を
演
じ
る
。
石
井
の
場
合
、
七
福
神
の
先
導
役
と

し
て
農
神
で
あ
る
稲
荷
が
登
場
し
、
続
い
て
毘
沙
門
、
弁
天
、
布
袋
、
福
禄

寿
、
寿
老
人
、
恵
比
寿
、
大
黒
の
順
番
で
舞
い
込
み
、
最
後
に
恵
比
寿
・
大
黒

の
連
舞
で
﹁
神
上
が
り
﹂
と
な
る
。
恵
比
寿
舞
に
歌
わ
れ
る
歌
の
詞
章
は

﹁
チ
ョ
イ
ト
ナ

七
つ
難
波
の
名
も
高
き

ハ

西
の
お
宮
の
若
恵
比
寿

ハ

に
っ
こ
か
っ
こ
と
笑
う
と
に
﹂
。
次
の
大
黒
舞
歌
は
﹁
チ
ョ
イ
ト
ナ

八
つ
や

も
な
る
わ
が
里
の

大
黒
様
の
お
て
す
き
な
ら
ば

大
黒
様
の
ご
う
好
き
は

赤
い
ま
ん
ま
で

豆
腐
汁
が
ご
う
好
き
だ
﹂
。
二
神
連
れ
舞
の
詞
章
は
﹁
ハ

お
恵
比
寿
の
ご
う
好
き
は

何
が
さ
ん
ま
で
ご
う
好
き
だ

ハ

海
辺
に
く
だ

り
し
お
岩
に
腰
か
け

大
鯛
小
鯛

ひ
め
こ
の
お
鯛
を
釣
る
の
が
ご
う
好
き

だ
﹂
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
最
後
に
﹁
神
上
が
り
﹂
で
七
福
神
は
退
場
す
る
。

12

そ
の
後
、
ヒ
ョ
ッ
ト
コ
面
の
道
化
役
二
人
が
、
稲
作
と
養
蚕
の
豊
穣
を
祈
願

し
、
次
に
田
植
踊
の
一
行
が
出
て
稲
作
の
過
程
を
示
す
田
植
踊
を
踊
り
、
最
後

に
余
興
芸
の
小
唄
踊
り
で
終
了
す
る
。
こ
の
芸
能
構
成
の
中
心
は
﹁
田
植
踊
﹂

で
あ
り
、
七
福
神
舞
は
単
な
る
先
導
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い

が
、
え
び
す
は
七
福
神
の
し
ん
が
り
を
務
め
、
鯛
釣
り
の
演
技
を
行
っ
て
い

る
。

− 57−



４

そ
の
他
の
祝
福
芸
に
み
る
﹁
え
び
す
﹂

右
に
述
べ
た
三
種
類
の
祝
福
芸
以
外
に
﹁
え
び
す
﹂
を
内
容
と
し
て
い
る
も

の
は
、
成
城
大
学
大
学
院

田
中
研
究
室
に
よ
る
﹁
全
国
エ
ビ
ス
信
仰
一
覧
表

︿
資
料
編
﹀
﹂
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
﹁
芸
能
﹂
の
内
容
か
ら
、
す
で
に
記
し
た
木

偶
三
番
叟
、
万
歳
、
七
福
神
舞
を
除
い
た
祝
福
芸
の
﹁
え
び
す
﹂
を
ピ
ッ
ク

ア
ッ
プ
し
て
み
た
。

13

青
森
県

イ
タ
コ
の
語
り
物
︵
イ
タ
コ
が
師
匠
に
つ
い
て
最
初
に
教
え
ら
れ

る
の
が
﹁
え
び
す
﹂
の
語
り
物
で
あ
り
、
か
つ
て
﹁
え
び
す
﹂
語

り
を
し
な
が
ら
門
付
け
し
て
ま
わ
っ
た
︶
。

秋
田
県

明
治
初
年
ま
で
﹁
え
び
し
る
の
と
う
ご
ろ
う
﹂
と
い
う
正
月
の
門

付
芸
が
行
わ
れ
て
い
た
。

福
島
県

婚
礼
、
年
祝
い
、
子
供
の
初
節
句
や
初
正
月
な
ど
に
歌
わ
れ
る
民

謡
﹁
松
坂
﹂
に
﹁
え
び
す
﹂
の
歌
が
入
っ
て
い
る
。

茨
城
県

え
び
す
講
に
歌
わ
れ
る
歌
。

新
潟
県

新
湊
市
の
漁
師
の
祭
り
で
、
不
漁
時
に
え
び
す
の
神
像
を
漁
船
に

乗
せ
、
神
職
、
舞
人
、
囃
子
方
な
ど
も
同
乗
し
、
大
漁
旗
を
立
て

た
数
十
隻
の
漁
船
を
従
え
て
海
上
へ
出
る
。
神
饌
を
海
中
に
投
じ

た
後
、
船
の
舳
先
で
﹁
え
び
す
舞
﹂
が
舞
わ
れ
る
。
ま
た
、
同
市

の
西
宮
神
社
祭
礼
に
は
、
人
間
に
よ
る
﹁
え
び
す
舞
﹂
が
奉
納
さ

れ
る
。

富
山
県

稚
児
舞
の
一
演
目
と
し
て
﹁
え
び
す
の
舞
﹂
が
舞
わ
れ
る
。

福
井
県

か
つ
て
来
て
い
た
デ
コ
芝
居
の
﹁
三
番
叟
﹂

語
(
マ
マ
)

り
が
演
じ
る

﹁
え
び
す
﹂
。

静
岡
県

か
つ
て
、
え
び
す
大
黒
の
装
束
を
付
け
た
男
二
人
が
、
門
口
に
来

て
﹁
七
福
神
が
舞
い
込
ん
だ
﹂
と
歌
っ
た
。

三
重
県

か
つ
て
、
四
国
か
ら
首
に
箱
を
下
げ
た
人
形
操
り
の
﹁
え
び
す
ま

わ
し
﹂
が
来
た
。

大
阪
府

か
つ
て
、
阿
波
の
木
偶
ま
わ
し
が
来
た
。
西
宮
神
社
祭
礼
に
は

﹁
え
び
す
ま
わ
し
﹂
が
演
じ
ら
れ
る
。

兵
庫
県

か
つ
て
、
各
地
に
淡
路
か
ら
え
び
す
・
大
黒
ま
わ
し
が
来
た
。

奈
良
県

か
つ
て
、
淡
路
か
ら
各
地
へ
木
偶
ま
わ
し
が
来
た
。

和
歌
山
県

か
つ
て
、
淡
路
か
ら
各
地
へ
木
偶
ま
わ
し
が
来
た
。

岡
山
県

か
つ
て
、
四
国
か
ら
各
地
へ
木
偶
ま
わ
し
が
来
た
。

徳
島
県

か
つ
て
、
木
偶
ま
わ
し
・
え
び
す
ま
わ
し
が
門
付
け
に
来
た
が
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
を
三
番
叟
ま
わ
し
と
い
う
。
ま
た
、
各
地
で
網
元

が
大
漁
祈
願
の
人
形
芝
居
を
催
し
、
そ
の
時
に
は
必
ず
﹁
三
番

叟
﹂
が
ま
わ
さ
れ
た
。

香
川
県

か
つ
て
、
多
く
の
地
域
に
阿
波
・
淡
路
か
ら
木
偶
ま
わ
し
が
来

た
。
木
偶
芝
居
も
行
わ
れ
た
。

高
知
県

か
つ
て
、
各
地
に
旅
の
え
び
す
ま
わ
し
が
来
た
。

長
崎
県

か
つ
て
、
十
日
え
び
す
・
二
十
日
え
び
す
・
煤
掃
き
え
び
す
に

は
、
え
び
す
の
装
束
を
つ
け
た
者
が
門
付
に
来
た
。
福
江
市
樺
島

神
社
例
祭
に
は
、
七
福
神
の
乗
り
初
め
が
行
わ
れ
る
。

大
分
県

か
つ
て
、
元
日
に
エ
ベ
ス
サ
マ
が
来
て
踊
っ
た
。
十
日
え
び
す
に

は
よ
そ
か
ら
え
び
す
ま
わ
し
が
来
て
門
付
け
を
し
た
。

宮
崎
県

か
つ
て
、
土
人
形
を
ま
わ
せ
る
門
付
け
が
来
た
。
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鹿
児
島
県

か
つ
て
、
島
津
光
久
襲
封
の
慶
賀
に
、
え
び
す
踊
り
が
行
わ
れ
、

ま
た
豊
漁
祈
願
に
え
び
す
歌
が
歌
わ
れ
た
。

右
の
よ
う
な
結
果
か
ら
、
静
岡
県
・
三
重
県
あ
た
り
を
境
界
線
と
し
て
、
東

日
本
と
西
日
本
で
は
祝
福
芸
﹁
え
び
す
﹂
の
芸
態
が
、
全
く
異
な
っ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
東
日
本
で
は
、
木
偶
ま
わ
し
の
姿
が
見
ら
れ
ず
、
バ
ラ
エ

テ
ィ
ー
に
富
ん
だ
﹁
え
び
す
﹂
の
芸
能
が
分
布
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
西
日

本
の
多
く
の
地
域
で
は
淡
路
、
阿
波
か
ら
や
っ
て
き
た
複
数
人
数
の
﹁
三
番
叟

ま
わ
し
﹂
と
呼
ば
れ
る
木
偶
ま
わ
し
、
ま
た
え
び
す
人
形
だ
け
を
持
っ
た
単
独

の
門
付
け
が
見
ら
れ
た
。
そ
の
数
が
多
く
頻
繁
で
あ
っ
た
た
め
、
他
の
﹁
え
び

す
﹂
芸
能
が
行
わ
れ
る
余
地
が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
九
州
地
方
に
な
る
と

少
し
違
っ
て
い
て
、
新
年
や
祝
い
事
に
、
人
間
が
扮
す
る
え
び
す
・
大
黒
が
姿

を
現
し
、
領
主
の
祝
賀
踊
と
し
て
﹁
え
び
す
踊
﹂
な
ど
も
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
近
畿
・
中
国
・
四
国
地
方
に
比
較
し
て
、
九
州
で
は
淡
路
・
阿
波
の

﹁
え
び
す
﹂
の
影
響
が
、
か
な
り
薄
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

二

神
楽
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
﹁
え
び
す
﹂

﹁
え
び
す
﹂
を
一
演
目
と
し
て
い
る
神
楽
は
、
ほ
ぼ
全
国
的
に
分
布
し
て
い

る
が
、
特
に
関
東
地
方
と
そ
の
周
辺
で
あ
る
長
野
県
、
福
島
県
、
静
岡
県
、
山

梨
県
な
ど
を
含
め
た
地
域
に
数
多
く
分
布
し
て
い
る
。
江
戸
里
神
楽
系
の
神
楽

の
中
に
は
、
﹁
え
び
す
﹂
が
さ
ま
ざ
ま
な
演
目
名
で
演
じ
ら
れ
て
お
り
、
伝
承

地
域
で
最
も
人
気
の
高
い
演
目
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。

１

関
東
地
方
を
中
心
と
し
た
江
戸
里
神
楽
系
神
楽
に
み
る
﹁
え
び
す
﹂

江
戸
里
神
楽
系
神
楽
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
﹁
え
び
す
﹂
、
お
よ
び
そ
れ
に
相

当
す
る
演
目
に
は
ど
の
よ
う
な
名
称
が
、
ど
の
程
度
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

三
田
村
佳
子
氏
の
作
成
に
よ
る
﹁
里
神
楽
演
目
一
覧
﹂
に
よ
っ
て
検
証
し
て
み

よ
う
。

14

福
島
県
︵
全

伝
承
地
中
の
﹁
え
び
す
﹂
系
演
目

以
下

内
略
︶
↓
演

57＜
＞

＜
＞

目
無

・
﹁
事
代
主
﹂

・
﹁
え
び
す
﹂

・
﹁
釣
り
﹂

・
﹁
漁
労
﹂

9

31

14

1

・
﹁
三
穂
三
崎
﹂

。

1

1

茨
城
県
︵
全

件
︶
↓
演
目
無

・
﹁
え
び
す
﹂

・
﹁
蛭
子
﹂

・
﹁
事
代
主
﹂

15

3

5

4

・
﹁
鯛
釣
﹂

・
﹁
西
の
宮
﹂

。

1

1

1

栃
木
県
︵
全

件
︶
↓
演
目
無

・
﹁
え
び
す
﹂

・
﹁
事
代
主
﹂

・
﹁
蛭
子
﹂

76

6

56

7

・
﹁
釣
り
﹂

・
﹁
漁
労
﹂

。

4

2

1

群
馬
県
︵
全

件
︶
↓
演
目
無

・
﹁
蛭
子
﹂

・
﹁
え
び
す
﹂

・
﹁
鯛
釣
﹂

131

22

34

33

・
﹁
釣
り
﹂

・
﹁
事
代
主
﹂

・
﹁
浜
遊
﹂

・
﹁
西
宮
﹂

・
﹁
魚

22

8

7

1

1

釣
﹂

・
﹁
福
神
﹂

・
﹁
荒
ぶ
る
神
の
平
定
﹂

。

1

1

1

埼
玉
県
︵
全

件
︶
↓
演
目
無

・
﹁
三
穂
崎
﹂

・
﹁
え
び
す
﹂

・
﹁
釣
﹂

68

19

14

9

・
﹁
蛭
子
﹂

・
﹁
鯛
釣
﹂

・
﹁
事
代
主
﹂

・
﹁
魚
釣
﹂

・
﹁
三

9

5

4

4

2

神
﹂

・
﹁
敬
神
﹂

。

1

1

千
葉
県
︵
全

件
︶
↓
演
目
無

・
﹁
え
び
す
﹂

・
﹁
事
代
主
﹂

・
﹁
蛭
子
﹂

50

4

33

6

・
﹁
鯛
釣
﹂

。

4

3

東
京
都
︵
全

件
︶
↓
演
目
無

・
﹁
三
穂
崎
﹂

・
﹁
え
び
す
﹂

・
﹁
鯛
釣
﹂

25

14

7

2

・
﹁
赤
目
釣
﹂

。

1

1

神
奈
川
県
︵
全

件
︶
↓
演
目
無

・
﹁
三
穂
崎
﹂

・
﹁
え
び
す
﹂

・
﹁
神

7

3

2

1
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遊
﹂

。
1

静
岡
県
︵
全

件
︶
↓
演
目
無

・
﹁
え
び
す
﹂

。

1

0

1

山
梨
県
︵
全

件
︶
↓
演
目
無

・
﹁
鯛
釣
﹂

・
﹁
事
代
主
﹂

・
﹁
魚
釣
﹂

85

14

41

15

・
﹁
蛭
子
﹂

・
﹁
え
び
す
﹂

・
﹁
御
大
漁
﹂

・
﹁
釣
初
﹂

・

7

3

1

1

1

﹁
鮒
釣
﹂

・
﹁
海
幸
彦
﹂

。

1

1

長
野
県
︵
全

件
︶
↓
演
目
無

・
﹁
え
び
す
﹂

。

11

9

2

新
潟
県
︵
全

件
︶
↓
演
目
無

・
﹁
蛭
子
﹂

・
﹁
え
び
す
﹂

・
﹁
海
幸
彦
﹂

159

15

32

24

・
﹁
魚
釣
﹂

・
﹁
福
神
遊
﹂

・
﹁
事
代
主
﹂

・
﹁
鯛
釣
﹂

・

22

21

17

16

11

﹁
漁
遊
﹂

。
1

北
海
道
︵
全

件
︶
↓
演
目
無

・
﹁
福
神
遊
﹂

。

4

1

3

右
、
演
目
名
の
数
か
ら
具
体
的
に
理
解
で
き
る
こ
と
は
、

パ
ー
セ
ン
ト
以

80

上
の
伝
承
地
で
﹁
え
び
す
﹂
、
ま
た
は
そ
れ
に
相
当
す
る
演
目
を
有
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
﹁
え
び
す
﹂
系
統
の
演
目
名
で
﹁
え
び
す
﹂
を
称
し
て

い
る
の
は
、

件
で

パ
ー
セ
ン
ト
強
で
あ
る
。
件
数
が
多
い
演
目
名
順
に
記

181

31

す
と
﹁
事
代
主
﹂

件
、
﹁
蛭
子
﹂

件
、
﹁
鯛
釣
﹂

件
と
な
っ
て
い
る
。

87

86

83

﹁
事
代
主
﹂
﹁
蛭
子
﹂
が
多
い
の
は
、
江
戸
里
神
楽
の
大
き
な
特
色
と
な
っ
て
い

る
記
紀
神
話
の
神
名
を
取
り
入
れ
た
内
容
の
結
果
で
あ
ろ
う
。
都
県
別
で
﹁
え

び
す
﹂
の
演
目
名
が
多
い
の
は
、
全
体
が
１
カ
所
の
伝
承
で
﹁
え
び
す
﹂
を
有

す
る
静
岡
県
の

パ
ー
セ
ン
ト
を
除
く
と
、
栃
木
県
が

パ
ー
セ
ン
ト
、
千
葉

100

73

県
が

パ
ー
セ
ン
ト
、
茨
城
県
が

パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
興
味
深
い

60

33

伝
承
は
新
潟
県
で
、
全
体
の

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
﹁
え
び
す
﹂
系
統
の
演
目

90

を
有
し
な
が
ら
、
﹁
え
び
す
﹂
と
い
う
演
目
名
は

番
目
に
多
い

パ
ー
セ
ン

2

16

ト
強
で
あ
り
、

番
﹁
蛭
子
﹂
か
ら

番
﹁
鯛
釣
﹂
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
件
数

1

7

が
多
い
上
、
接
近
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
﹁
え
び
す
﹂
系
統
の
演
目
無
し
が
、

全
体
の
半
数
以
上
な
の
は
長
野
県
と
東
京
都
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
結
果

は
、
﹁
え
び
す
﹂
系
演
目
を
伝
承
し
て
い
る
地
域
が
、
海
岸
線
添
い
に
位
置
し

て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

２

茨
城
県
上
山
川
諏
訪
神
社
太
々
神
楽
の
﹁
恵
比
寿
︵
鯛
釣
り
︶
の
舞
﹂

茨
城
県
結
城
市
上
山
川
諏
訪
神
社
太
々
神
楽
は
、
例
年
四
月
三
日
の
諏
訪
神

社
祭
礼
に
神
楽
殿
で
奉
納
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
神
楽
は
十
二
座
で
構
成
さ
れ
、

﹁
恵
比
寿
︵
鯛
釣
り
︶
以
下
︵
内
略
︶
の
舞
﹂
は
第
七
座
に
位
置
し
て
い
る
。

15

舞
の
芸
態
は
、
烏
帽
子
に
狩
衣
と
面
を
つ
け
、
釣
り
竿
を
持
っ
て
舞
台
に
登
場

し
た
恵
比
寿
が
、
参
詣
人
を
海
中
の
魚
に
見
立
て
、
釣
り
糸
の
先
に
紅
白
の
丸

餅
を
つ
け
た
釣
り
竿
を
舞
台
下
に
垂
ら
す
。
参
詣
人
の
有
志
が
、
こ
の
餌
と
引

き
替
え
に
祝
儀
袋
や
酒
な
ど
を
釣
り
上
げ
て
も
ら
う
。
そ
の
間
に
、
恵
比
寿
役

以
外
の
浄
衣
を
着
た
人
々
が
、
恵
比
寿
の
た
め
に
紅
白
餅
の
撒
き
餌
を
す
る

と
、
一
般
参
詣
人
が
争
っ
て
こ
れ
を
拾
う
こ
と
が
繰
り
替
え
さ
れ
、
こ
の
演
目

だ
け
が
他
の
三
倍
に
お
よ
ぶ
時
間
を
費
や
し
て
演
じ
ら
れ
る
が
、
境
内
は
笑
い

声
で
満
た
さ
れ
る
。
こ
の
神
楽
は
平
成
一
七
年
に
茨
城
県
の
指
定
に
な
り
、
伝

承
者
は
江
戸
時
代
末
期
か
ら
半
世
襲
的
な
継
承
が
続
い
て
お
り
、
保
存
会
員
の

全
員
が
演
技
、
演
奏
の
全
て
を
習
得
し
た
免
許
皆
伝
者
で
あ
る
。
参
詣
者
を
楽

し
ま
せ
る
工
夫
や
演
技
面
で
も
優
れ
て
い
る
と
思
え
る
理
由
は
、
毎
年
結
城
市

内
に
あ
る
一
〇
カ
所
程
の
神
社
祭
礼
に
招
か
れ
、
太
々
神
楽
を
奉
納
し
て
い
る

こ
と
に
も
よ
る
。
結
城
市
教
育
委
員
会
編
・
発
行
﹃
結
城
の
文
化
財
﹄
に
よ
れ

ば
、
安
永
九
年
︵
一
七
八
〇
︶
、
播
州
か
ら
購
入
し
た
と
い
う
神
楽
衣
装
が
残
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さ
れ
て
い
た
が
、
現
在
は
不
明
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
伝
承
か
ら
、
神
楽
の
伝

16

播
を
江
戸
時
代
中
期
以
後
で
あ
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
﹁
恵
比
寿
の
舞
﹂
の

位
置
づ
け
は
、
大
漁
祈
願
に
相
当
す
る
が
、
最
後
の
第
十
二
座
﹁
大
山
祇
の

舞
﹂
に
も
さ
ら
に
盛
大
に
舞
台
上
か
ら
参
詣
人
に
向
か
っ
て
、
山
の
神
の
贈
物

と
し
て
餅
投
げ
が
行
わ
れ
る
。

﹁
恵
比
寿
の
舞
﹂
と
﹁
大
山
祇
の
舞
﹂
の
大
き
な
違
い
は
、
﹁
え
び
す
﹂
に
は

参
詣
人
か
ら
ご
祝
儀
が
渡
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
参
詣
人
全
員
を
楽
し
ま

せ
な
が
ら
、
間
違
い
な
く
ご
祝
儀
を
確
保
す
る
演
出
は
見
事
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。３

高
知
県
物
部
村
い
ざ
な
ぎ
流
御
祈
祷
の
﹁
え
び
す
神
楽
﹂

高
知
県
香
美
市
物
部
村
は
、
県
東
部
の
徳
島
県
︵
三
好
市
・
那
賀
郡
那
賀

町
︶
と
の
県
境
に
位
置
し
、
平
地
が
ほ
と
ん
ど
な
い
山
村
で
あ
る
。
水
田
が
少

な
い
た
め
米
は
貴
重
品
で
あ
り
、
伝
統
的
に
焼
き
畑
農
業
で
収
穫
し
た
雑
穀
を

主
食
と
し
て
き
た
。
い
ざ
な
ぎ
流
御
祈
祷
は
、
こ
の
地
域
に
伝
承
さ
れ
て
い
る

神
仏
混
交
の
民
間
信
仰
で
あ
る
。
い
ざ
な
ぎ
流
の
行
法
を
修
得
し
た
太
夫
と
呼

ば
れ
る
数
人
の
宗
教
者
が
、
村
や
個
人
に
依
頼
さ
れ
て
神
祭
り
、
先
祖
祭
祀
、

病
人
祈
祷
、
家
祈
祷
、
氏
神
祭
祀
、
占
い
な
ど
を
行
っ
て
き
た
。
高
知
県
立
歴

史
民
俗
資
料
館
編
﹃
い
ざ
な
ぎ
流
の
宇
宙

神
と
人
の
も
の
が
た
り

﹄
に

−
−

よ
れ
ば
、
当
初
か
ら
﹁
い
ざ
な
ぎ
流
﹂
と
称
さ
れ
て
き
た
か
否
か
は
別
に
し

て
、
江
戸
時
代
初
期
に
は
、
現
在
の
祭
式
が
完
成
し
て
い
た
と
い
う
。
以
下
、

17

﹃
い
ざ
な
ぎ
流
の
宇
宙
﹄
に
よ
っ
て
、
い
ざ
な
ぎ
流
御
祈
祷
儀
礼
の
一
端
と
し

て
行
わ
れ
る
﹁
え
び
す
神
楽
﹂
に
つ
い
て
記
す
と
、
概
略
以
下
の
よ
う
に
な

る
。い

ざ
な
ぎ
流
御
祈
祷
儀
礼
は
、
一
週
間
が
か
り
の
大
規
模
か
つ
複
雑
な
家
祈

祷
で
あ
っ
て
も
、
基
本
構
造
を
把
握
す
れ
ば
、
本
筋
の
流
れ
は
理
解
し
や
す
い

と
い
う
。
そ
の
基
本
構
造
は
、
﹁
取
り
分
け
↓
精
進
入
り
↓
湯
立
て
・
湯
神
楽

↓
礼
神
楽
↓
大
黒
柱
の
祈
り
・
庚
申
様
の
礼
拝
↓
御
崎
様
本
神
楽
・
御
子
神
様

神
楽
↓
御
子
神
迎
え
神
楽
・
天
の
神
行
事
な
ど
・
そ
の
他
の
本
神
楽
↓
恵
比
寿

神
楽
↓
日
月
祭
↓
︵
取
り
上
げ
神
楽
︶
↓
鎮
め
↓
神
送
り
﹂
で
あ
る
と
い
う

︵
恵
比
寿
神
楽
の
側
線
は
筆
者
に
よ
る
︶
。
﹁
恵
比
寿
神
楽
﹂
は
、
最
後
に
行
わ

れ
る
神
楽
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
い
ざ
な
ぎ
流
御
祈
祷
の
儀
礼
で
、

最
も
重
要
部
分
と
認
識
さ
れ
て
い
る
の
は
、
祭
文
を
読
む
こ
と
で
あ
る
が
、

﹁
い
ざ
な
ぎ
流
七
つ
の
祭
文
﹂
と
称
さ
れ
て
い
る
祭
文
の
筆
頭
に
、
﹁
恵
比
寿
の

祭
文
﹂
が
あ
げ
ら
れ
、
恵
比
寿
神
楽
で
読
ま
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
﹁
取
り
分

け
﹂
﹁
病
人
祈
祷
﹂
な
ど
で
も
祭
文
の
最
初
に
読
ま
れ
て
い
る
。
﹁
恵
比
寿
神

楽
﹂
が
、
他
の
高
神
に
あ
げ
る
神
楽
と
異
な
っ
て
い
る
点
は
、
舞
台
の
中
心
に

供
え
る
供
物
で
、
高
神
に
供
え
る
米
と
弓
の
か
わ
り
に
、
穀
物
・
お
金
・
酒

︵
五
品
の
場
合
は
苧
桶
に
餅
・
鯛
形
御
幣
な
ど
︶
を
供
え
、
こ
れ
ら
を
中
心
に

し
て
神
楽
を
行
う
。
ま
た
、
高
神
の
神
楽
で
行
わ
れ
る
﹁
舞
上
げ
﹂
の
代
わ
り

に
﹁
倉
入
れ
﹂
と
い
う
儀
礼
が
あ
り
、
﹁
富
男
﹂
と
称
す
る
家
の
主
人
︵
ま
た

は
長
男
︶
が
粟
の
穂
を
髭
の
よ
う
に
く
わ
え
、
両
手
で
神
楽
弊
を
床
に
つ
い
て

馬
の
格
好
に
な
り
、
背
中
に
は
供
物
を
一
種
類
ず
つ
乗
せ
て
、
神
楽
を
執
行
し

た
太
夫
に
誘
導
さ
れ
、
歌
い
な
が
ら
恵
比
寿
棚
の
前
に
行
き
、
前
に
待
ち
受
け

て
い
た
主
婦
に
鯛
形
御
幣
を
渡
す
。
こ
の
道
中
を
供
物
の
種
類
だ
け
三
︵
五
︶

回
く
り
返
し
、
最
後
に
太
夫
が
徳
利
を
持
っ
て
﹁
恵
比
寿
の
数
え
歌
﹂
を
歌
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い
、
恵
比
寿
棚
に
徳
利
を
供
え
て
笑
う
と
、
そ
の
場
の
者
全
員
が
太
夫
に
合
わ

せ
て
笑
う
。

御
崎
様
、
御
子
神
様
な
ど
と
い
っ
た
、
天
の
高
神
が
男
性
︵
主
人
︶
祭
祀
な

の
に
対
し
て
、
恵
比
寿
は
主
婦
に
よ
っ
て
日
常
的
に
祀
ら
れ
て
い
る
神
で
、
家

の
奧
の
目
の
高
さ
に
設
置
し
た
恵
比
寿
棚
に
、
太
郎
恵
比
寿
・
次
郎
恵
比
寿
・

三
郎
恵
比
寿
・
お
よ
び
、
そ
の
他
多
く
の
弊
と
と
も
に
祀
る
。
高
神
祭
祀
を
し

な
い
家
で
は
、
恵
比
寿
が
主
神
で
あ
り
、
恵
比
寿
は
家
の
外
部
か
ら
富
を
も
た

ら
す
神
で
、
﹁
倉
入
れ
﹂
は
、
富
が
恵
比
寿
棚
へ
舞
い
込
む
様
子
を
演
じ
た
も

の
と
い
う
。
﹁
恵
比
寿
の
祭
文
﹂
に
は
、
太
郎
恵
比
寿
は
作
り
恵
比
寿
、
次
郎

恵
比
寿
は
商
い
恵
比
寿
、
三
郎
恵
比
寿
は
猟
︵
漁
︶
恵
比
寿
で
あ
る
と
記
さ

れ
、
恵
比
寿
棚
に
は
太
郎
・
次
郎
・
三
郎
恵
比
寿
の
他
に
作
神
、
子
安
神
、
七

夕
神
な
ど
の
御
幣
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
恵
比
寿
神
楽
に
際
し
て
は
、
﹁
恵
比
寿

の
祭
文
﹂
と
と
も
に
七
夕
祭
文
も
唱
え
ら
れ
る
。
﹁
恵
比
寿
の
祭
文
﹂
の
内
容

は
、
淡
路
な
ど
の
﹁
え
び
す
ま
わ
し
﹂
の
文
言
と
似
た
点
が
多
い
ば
か
り
で
な

く
、
宮
崎
県
の
﹁
将
軍
祭
文
﹂
の
内
容
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
。
い
ざ

18

な
ぎ
流
御
祈
祷
の
伝
承
地
で
あ
る
物
部
村
は
、
阿
波
三
番
叟
ま
わ
し
・
木
偶
ま

わ
し
の
伝
承
地
で
あ
る
徳
島
県
中
西
部
の
県
境
に
位
置
し
、
雑
穀
類
を
常
食
と

し
て
き
た
厳
し
い
自
然
環
境
の
土
地
柄
で
あ
る
。
そ
こ
へ
富
を
も
た
ら
す
神
の

﹁
え
び
す
信
仰
﹂
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
、
全
て
の
富
を
残
り
な
く
取
り
入

れ
、
地
域
に
ふ
さ
わ
し
い
独
自
の
解
釈
を
加
え
て
租
借
し
、
厳
粛
な
修
法
の
最

後
に
﹁
恵
比
寿
神
楽
﹂
を
位
置
づ
け
、
﹁
倉
入
れ
﹂
に
よ
っ
て
豊
か
な
気
分
で

笑
い
収
め
る
。
こ
の
神
楽
は
、
い
ざ
な
ぎ
流
御
祈
祷
の
構
成
上
、
不
可
欠
な
存

在
と
な
っ
て
い
る
。

三

﹁
え
び
す
﹂
の
芸
能
・
そ
の
発
生
と
展
開

﹁
え
び
す
﹂
の
芸
能
に
関
す
る
発
生
と
展
開
を
理
解
す
る
上
で
、
欠
く
こ
と

が
で
き
な
い
先
行
研
究
は
、
一
九
六
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
角
田
一
郎
﹃
人
形
劇

の
成
立
に
関
す
る
研
究
﹄
と
、
一
九
九
六
年
﹃
藝
能
史
研
究
﹄

号
に
発
表
さ

19

132

れ
た
山
路
興
造
﹁
操
り
浄
瑠
璃
成
立
以
前
﹂
で
あ
る
。
角
田
は
、
﹁
え
び
す
﹂

20

の
初
筆
史
料
と
し
て
﹃
御
湯
殿
上
日
記
﹄
天
文
二
四
年
︵
一
五
五
五
︶
一
月
二

二
日
条
﹁
ゑ
び
す
ま
い
り
て
、
く
る
ま
よ
せ
に
て
色
々
の
事
申
﹂
を
あ
げ
る
と

同
時
に
、
本
願
寺
蓮
如
の
子
で
河
内
枚
方
順
興
寺
住
職
で
あ
っ
た
、
実
従
の
日

記
﹃
私
心
記
﹄
で
も
、
同
年
二
月
一
五
日
条
に
﹁
エ
ビ
ス
カ
キ
参
候
。
四
人

ニ
(
マ
マ
)

能
サ
セ
ラ
ル
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
﹃
御
湯

殿
上
日
記
﹄
で
は
、
初
筆
か
ら
一
〇
余
年
後
に
な
っ
て
か
ら
、
初
め
て
﹁
ゑ
び

す
か
き
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
重
視
し
て
、
﹁
ゑ
び
す
﹂
は
千
秋
万
歳
と

似
た
も
の
で
、
謡
性
の
初
春
祝
言
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
﹁
ゑ
び
す

か
き
﹂
は
、
え
び
す
の
神
人
形
を
舞
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
推
測
を
記
し

て
い
る
。
﹁
ゑ
び
す
ま
い
﹂
﹁
ゑ
び
す
ま
わ
し
﹂
は
、
﹁
ゑ
び
す
﹂
が
後
に
人
形

戯
と
む
す
び
つ
い
て
﹃
人
倫
訓
蒙
図
彙
﹄
に
見
る
よ
う
な
﹁
首
掛
け
の
箱
人
形

芝
居
﹂
を
演
じ
て
門
付
け
し
て
歩
い
た
と
も
記
し
て
い
る
。

一
方
、
山
路
は
操
り
浄
瑠
璃
が
成
立
す
る
以
前
の
人
形
戯
の
歴
史
を
三
分
割

し
、
各
時
代
の
人
形
戯
技
法
を
独
立
し
た
も
の
と
し
て
考
察
し
て
い
る
。
そ
の

区
分
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

①

古
代
か
ら
中
世
前
期
の
職
能
者
で
あ
る
﹁
く
ぐ
つ
﹂
が
演
じ
た
人
形
戯
。
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②

中
世
後
期
に
民
間
雑
芸
者
で
あ
る
﹁
手
く
ぐ
つ
﹂
が
演
じ
た
人
形
戯
。

③

摂
津
西
宮
神
人
﹁
ゑ
び
す
か
き
﹂
が
演
じ
た
人
形
戯
。

③
で
は
、
文
献
史
料
や
絵
画
資
料
に
み
る
か
ぎ
り
、
夷
人
形
の
姿
が
見
あ
た

ら
な
い
理
由
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
推
測
を
し
て
い
る
。
西
宮
神
人
の
本
芸

は
、
夷
人
形
を
用
い
た
祝
福
芸
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
芸
能
と
し
て
は

夷
の
後
に
演
じ
ら
れ
る
能
に
よ
る
余
興
芸
に
人
気
が
集
ま
っ
た
。
そ
の
よ
う
な

例
は
、
大
神
楽
な
ど
に
も
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
﹁
ゑ
び
す
か
き
﹂
と
称
さ

れ
た
理
由
は
、
夷
人
形
を
は
じ
め
、
各
戸
に
配
る
神
札
、
余
興
の
能
に
遣
う
人

形
の
諸
道
具
を
長
櫃
に
入
れ
て
舁
い
て
歩
い
た
た
め
で
、
﹁
夷
舁
き
﹂
と
記
す

の
が
実
態
に
近
い
と
い
う
。
先
に
記
し
た
角
田
の
分
析
を
整
理
し
た
上
で
、
首

掛
け
箱
人
形
の
門
付
け
を
し
た
者
た
ち
、
大
型
夷
人
形
の
祝
福
芸
を
演
じ
た
者

た
ち
、
一
座
を
組
ん
で
大
型
人
形
を
遣
っ
て
能
を
演
じ
た
者
た
ち
の
全
て
が
、

西
宮
の
祝
福
芸
能
者
た
ち
で
あ
っ
た
と
い
う
。
西
宮
の
祝
福
芸
能
者
と
し
て

は
、
夷
人
形
を
遣
っ
て
各
戸
を
訪
れ
る
の
が
基
本
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
夷
人

形
に
よ
る
祝
福
芸
は
季
節
的
、
場
所
的
に
制
約
が
多
く
、
早
期
か
ら
京
都
な
ど

の
街
中
で
は
門
付
け
に
便
利
な
﹁
首
掛
け
箱
人
形
﹂
を
遣
っ
て
、
能
な
ど
を
演

じ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
。
時
代
が
下
る
と
と
も
に
、
本
格
的
な
芸
能
集
団

に
よ
る
興
行
を
歓
迎
す
る
、
不
特
定
多
数
の
観
客
の
出
現
を
み
る
よ
う
に
な

り
、
大
型
の
人
形
を
遣
っ
て
本
格
的
な
興
行
を
目
指
す
職
業
芸
能
者
の
グ
ル
ー

プ
が
独
立
し
、
慶
長
一
八
年
︵
一
六
一
三
︶
一
月
一
五
日
に
、
能
操
り
を
演
じ

る
﹁
ゑ
び
す
か
き
﹂
の
名
人
、
藤
原
吉
次
と
い
う
者
が
河
内
︵
能
操
り
の
人
形

遣
い
︶
目
︵
も
く
・
階
級
︶
を
受
領
し
た
。
翌
慶
長
一
九
年
に
は
、
別
の
﹁
ゑ

び
す
か
き
﹂
が
当
時
流
行
の
語
り
物
で
、
す
で
に
三
味
線
と
結
ん
で
い
た
浄
瑠

璃
と
提
携
し
て
参
内
し
て
お
り
、
こ
れ
は
文
献
上
﹁
操
り
浄
瑠
璃
﹂
の
初
見
で

あ
る
と
い
う
。

山
路
の
指
摘
に
対
し
て
、
筆
者
が
唯
一
意
見
を
述
べ
ら
れ
そ
う
な
推
論
は
、

氏
が
史
料
不
足
で
検
証
で
き
な
い
と
し
た
初
期
﹁
ゑ
び
す
﹂
を
、
千
秋
万
歳
に

似
た
人
間
の
芸
と
し
た
角
田
の
推
論
を
肯
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
理
由

は
、
先
に
記
し
た
﹁
万
歳
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
え
び
す
﹂
の
、
大
和
万
歳
の
詞

章
に
﹁
戎
舞
﹂
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
以
下
の
よ
う
な
推
測
を
し
て
み
た
。
鹿
谷

勲
﹁
大
和
万
歳
に
つ
い
て
﹂
に
よ
れ
ば
、
大
和
万
歳
は
一
四
世
紀
か
ら
一
七
世

21

紀
に
か
け
て
、
春
日
大
社
の
神
主
家
を
訪
れ
、
ま
た
、
一
五
世
紀
に
は
奈
良
町

の
声
聞
師
が
、
大
乗
院
家
を
訪
れ
て
千
秋
万
歳
を
演
じ
て
い
た
。
江
戸
時
代
に

な
っ
て
、
窪
田
や
箸
尾
に
定
住
し
た
大
和
万
歳
は
、
窪
田
太
夫
、
箸
尾
太
夫
の

二
系
統
が
京
都
大
阪
を
巡
っ
て
い
た
と
い
う
。
現
行
狂
言
﹁
夷
毘
沙
門
﹂
︵
大

蔵
流
・
和
泉
流
の
脇
狂
言
︶
で
は
、
有
徳
人
が
西
宮
の
夷
三
郎
殿
に
娘
婿
を
と

り
た
い
祈
誓
を
か
け
る
と
、
自
身
で
有
徳
人
の
家
に
押
し
か
け
た
夷
と
毘
沙
門

が
福
神
と
し
て
家
に
納
ま
る
内
容
で
あ
る
。
え
び
す
は
七
福
神
が
現
在
の
構
成

に
な
る
以
前
の
室
町
時
代
か
ら
、
福
神
と
し
て
家
に
や
っ
て
く
る
と
い
う
信
仰

が
、
京
都
や
大
阪
周
辺
に
あ
っ
た
こ
と
を
手
が
か
り
に
、
﹁
え
び
す
﹂
人
形
を

舞
わ
せ
な
が
ら
西
宮
神
社
の
神
札
を
配
り
、
信
仰
を
広
め
る
役
割
を
果
た
し
た

西
宮
神
人
と
は
別
に
、
千
秋
万
歳
な
ど
が
各
戸
を
め
ぐ
っ
て
述
べ
る
祝
言
の
一

演
目
と
し
て
、
﹁
え
び
す
﹂
の
装
束
を
つ
け
た
者
た
ち
が
い
た
可
能
性
を
推
測

し
て
み
た
。
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お
わ
り
に

え
び
す
神
に
対
す
る
信
仰
圏
は
日
本
全
土
に
お
よ
ぶ
が
、
そ
の
性
格
は
複
雑

で
漁
業
、
農
業
、
商
業
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
生
業
の
人
々
に
支
持
さ
れ
、
え

び
す
神
の
全
体
像
を
捉
え
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
そ
の
複
雑
な
性
格
を
反
映

し
た
故
で
あ
ろ
う
か
、
え
び
す
信
仰
の
片
隅
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い

民
俗
芸
能
の
﹁
え
び
す
﹂
は
、
芸
能
種
目
名
と
し
て
伝
承
さ
れ
る
に
は
至
ら
な

か
っ
た
。
本
論
執
筆
の
動
機
と
な
っ
た
﹁
え
び
す
ま
わ
し
﹂
が
、
﹁
三
番
叟
ま

わ
し
﹂
﹁
箱
ま
わ
し
﹂
と
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
一
端
を
う
か
が

え
る
。
﹁
え
び
す
﹂
の
芸
能
が
、
ど
の
よ
う
な
形
式
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
か
を

整
理
す
る
こ
と
で
、
本
論
の
む
す
び
と
し
た
い
。

一

木
偶
に
よ
る
﹁
え
び
す
ま
わ
し
﹂

①

単
独
で
各
戸
を
め
ぐ
る
門
付
け
芸
。

②

﹁
三
番
叟
ま
わ
し
﹂
﹁
箱
ま
わ
し
﹂
の
最
期
に
演
じ
る
余
興
芸
。

③

人
形
芝
居
の
中
入
り
な
ど
に
演
じ
ら
れ
る
余
興
芸
。

二

七
福
神
の
一
神
﹁
え
び
す
﹂

①

祭
礼
の
風
流
行
列
。

②

田
植
え
踊
り
の
露
払
い
的
な
舞
で
、
し
ん
が
り
を
務
め
る
。

③

万
歳
の
一
演
目
。

④

イ
タ
コ
の
語
り
物
。

三

囃
子
舞
の
﹁
え
び
す
舞
﹂

①

え
ん
ぶ
り
・
田
植
踊
・
綾
子
舞
な
ど
の
﹁
中
入
り
﹂
と
し
て
余
興
芸
的

に
舞
わ
れ
る
。

四

神
楽
の
一
演
目

①

関
東
お
よ
び
そ
の
周
辺
に
分
布
す
る
江
戸
里
神
楽
系
神
楽
の
﹁
え
び

す
﹂
は
、
別
名
﹁
蛭
子
﹂
﹁
事
代
主
﹂
﹁
鯛
釣
り
﹂
な
ど
の
演
目
名
で
、
観

客
を
楽
し
ま
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
道
化
舞
的
に
舞
わ
れ
て
い
る
。

②

西
日
本
の
神
楽
に
も
﹁
え
び
す
舞
﹂
を
演
目
に
加
え
て
い
る
場
合
は
多

い
。

③

い
ざ
な
ぎ
流
御
祈
祷
の
﹁
恵
比
寿
神
楽
﹂
で
も
、
恵
比
寿
神
は
道
化
的

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

五

民
謡
の
﹁
え
び
す
歌
﹂

①

祝
い
歌
︵
松
坂
︶
。

②

仕
事
歌
︵
鯨
解
体
の
た
め
に
陸
上
へ
巻
き
上
げ
る
時
の
歌
で
あ
る
ロ
ク

ロ
歌
・
胴
突
歌
な
ど
︶
。

③

え
び
す
講
で
歌
わ
れ
る
歌
。

右
の
伝
承
状
況
を
踏
ま
え
た
上
で
、
﹁
え
び
す
﹂
の
芸
能
が
種
目
名
で
伝
承

さ
れ
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
推
測
を
し
て
み
た
。

一
、

い
ざ
な
ぎ
流
御
祈
祷
﹁
恵
比
寿
神
楽
﹂
の
よ
う
に
、
え
び
す
神
だ
け
が

天
の
高
神
と
異
な
る
﹁
場
所
・
位
置
︵
奥
の
間
・
主
婦
の
目
の
高
さ
︶
﹂
で
、

主
婦
に
よ
っ
て
祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
﹁
え
び
す
神
﹂
が
、
親
し
み
や

す
い
神
と
し
て
扱
わ
れ
る
信
仰
が
あ
っ
た
。

二
、

正
月
に
単
独
で
各
戸
を
め
ぐ
り
、
木
偶
の
え
び
す
を
ま
わ
す
﹁
え
び
す

ま
わ
し
﹂
は
、
か
つ
て
西
宮
神
社
の
布
教
を
目
的
と
し
て
神
札
を
配
布
し
、
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祝
儀
を
も
ら
い
受
け
る
神
人
で
あ
り
、
賤
視
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
布
教

が
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
時
代
に
な
っ
て
も
、
正
月
に
め
ぐ
っ
て
来
る
﹁
え
び

す
ま
わ
し
﹂
に
対
し
て
は
賤
視
の
意
識
が
働
き
、
中
心
芸
で
あ
る
﹁
え
び
す

舞
﹂
を
最
後
に
演
じ
て
、
﹁
三
番
叟
ま
わ
し
﹂
﹁
箱
ま
わ
し
﹂
と
称
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。

三
、

江
戸
里
神
楽
系
神
楽
の
﹁
え
び
す
﹂
が
﹁
ひ
る
こ
﹂
﹁
事
代
主
﹂
﹁
鯛
釣

り
﹂
な
ど
の
演
目
名
で
も
演
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
神
楽
全
体
が
記
紀
神
話

の
神
々
に
よ
る
構
成
で
あ
る
こ
と
の
他
に
、
氏
子
の
中
に
え
び
す
神
に
対
す

る
別
扱
い
の
意
識
が
働
き
、
殊
更
に
ご
祝
儀
を
出
す
演
出
を
し
て
い
る
伝
承

地
も
み
ら
れ
る
。

本
論
作
成
の
過
程
で
、
多
く
の
方
々
に
ご
教
示
、
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
。

特
に
、
上
島
敏
昭
氏
・
森
林
憲
史
氏
・
写
真
を
提
供
し
て
く
だ
さ
っ
た
梅
野
光

興
氏
・
懸
田
弘
訓
氏
・
辻
本
一
英
氏
に
記
し
て
お
礼
申
し
上
げ
る
。

１

﹃
月
刊

文
化
財
﹄
三
月
号
︵
五
四
六
号
︶
︵
文
化
庁
文
化
財
部
監
修

第
一
法
規

平
成
二
一
年
三
月
一
日
︶P

.18

２

上
島
敏
昭
︵
坂
野
比
呂
志
大
道
芸
塾

浅
草
雑
芸
団

︶
編
集
・
発
行
﹁
大
道
芸
ア

＜
＞

ジ
ア
月
報
﹂
二
〇
〇
九
年
三
月
﹁
大
道
芸
案
内
﹂
参
照
。

３

辻
本
一
英
﹃
阿
波
の
で
こ
ま
わ
し
﹄
︵
解
放
出
版
社

二
〇
〇
八
年
六
月
一
五
日
︶
。

４

武
蔵
野
美
術
大
学

民
俗
資
料
展

く
ら
し
の
造
形

﹃
笑
う
ヱ
ビ
ス

福
神
の
図

18

−

像
学

﹄
︵
神
野
善
治
企
画
構
成

武
蔵
野
美
術
大
学
資
料
図
書
館
民
俗
資
料
室

二
〇

−

〇
七
年
八
月
四
日
︶
。

５

註

に
同
じ
。P

.
103
～
105

え
び
す
ま
わ
し
歌
の
詞
章
﹁
福
の
神
が

舞
い
込
ん

3

だ

舞
い
込
ん
だ

西
宮
の
え
び
す
三
郎
左
右
衛
門
之
丞
は

生
ま
れ
月
日
を

い
つ

ぞ
と
問
う
た
ら

福
徳
元
年
正
月
三
日

安
々
と
ご
誕
生
な
さ
れ
た

お
庭
な
ら
し
に

ひ
と
踊
り

鶴
と
亀
と
が
舞
い
遊
ぶ

沖
は
大
漁

丘
は
満
作

こ
の
家
の
お
蔵
に

大
判
小
判
が

ざ
く
ざ
く

そ
れ
ざ
く
ざ
く

先
ず
は
め
で
た
い

家
内
安
全

商
売

繁
盛

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
﹂
。

６

﹃
大
衆
芸
能
資
料
集
成
﹄
第
一
巻
︵
三
隅
治
雄

六
戸
部
信
淳

岡
田

弘
編

三
一

書
房

一
九
八
〇
年
六
月
一
五
日
︶P

.12
～
17

７

註

に
同
じ
。P

.
23
︵
﹁
三
河
万
歳
﹂
︶
・P

177
～
178
︵
﹁
尾
張
万
歳
﹂
︶
・P

.
260
～

6

261
︵
﹁
越
前
万
歳
﹂
︶
。

８

鹿
野
正
男
﹁
会
津
萬
歳
師
聞
き
書
︵
昭
和
五
十
八
年
九
月
︶
﹂
︵
﹃
ま
つ
り
﹄

号

特

68

集

祝
福
芸
二
〇
〇
六
年
一
二
月
二
〇
日
︶P

.29
～
44

９

囃
子
舞
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
舞
の
扮
装
を
し
た
者
自
身
が
﹁
何
々
舞
を
見
さ
い

な

〳
〵
﹂
と
、
舞
手
自
身
で
唱
え
な
が
ら
登
場
し
、
周
囲
を
取
り
巻
く
人
々
に
囃
さ

れ
な
が
ら
扮
装
の
物
ま
ね
舞
を
演
じ
て
み
せ
る
芸
能
で
、
そ
の
歴
史
は
古
く
、
最
古
の

狂
言
台
本
で
あ
る
﹃
天
正
狂
言
本
﹄
や
江
戸
時
代
初
期
の
﹃
大
蔵
虎
明
本
﹄
に
も
曲
名

や
詞
章
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

註

に
同
じ
。P

.200
～
201
︵
﹁
秋
田
万
歳
﹂
︶
。

10

6

﹃
え
び
す
の
せ
か
い
﹄
全
国
エ
ビ
ス
信
仰
調
査
報
告
書
︵
編
・
発
行

成
城
大
学
大
学

11
院
文
学
研
究
科
日
本
常
民
文
化
専
攻

田
中
宣
一
研
究
室

二
〇
〇
三
年
三
月
一
〇
日
︶

P

.72
～
269

﹃
七
福
神
信
仰
事
典
﹄
︵
宮
田

登
編

戎
光
祥
出
版

一
九
九
八
年
一
一
月
一
日
︶

12P

.182
～
248
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註

に
同
じ
。

13

11
三
田
村
佳
子
﹃
里
神
楽
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
﹄
︵
お
う
ふ
う

二
〇
〇
五
年
七
月
五
日
︶P

.

14
437
～
508

第
一
座
﹁
五
行
の
舞
︵
四
方
固
め
︶
﹂

第
二
座
﹁
猿
田
彦
︵
天
狗
︶
の
舞
﹂

第
三
座

15
﹁
翁
︵
剱
︶
の
舞
﹂

第
四
座
﹁
蟇
目
︵
弓
引
き
︶
の
舞
﹂

第
五
座
﹁
稲
荷
︵
男
神
︶
の

舞
﹂

第
六
座
﹁
稲
荷
︵
女
神
︶
の
舞
﹂

第
七
座
﹁
恵
比
寿
︵
鯛
釣
り
︶
の
舞
﹂

第
八

座
﹁
諾
尊
の
舞
﹂

第
九
座
﹁
冉
尊
の
舞
﹂

第
十
座
﹁
鈿
女
の
舞
﹂

第
十
一
座
﹁
手
力

男
の
舞
﹂

第
十
二
座
﹁
大
山
祇
の
舞
﹂
。

中
村
茂
子
﹁
関
東
神
楽
の
源
流
・
土
師
一
流
催
馬
楽
神
楽
の
影
響
か
ら
み
た
茨
城
県

16
の
十
二
座
神
楽
﹂
︵
実
践
女
子
大
学

﹃
美
學
美
術
史
學
﹄
第
二
十
一
号

二
〇
〇
七
︶

P

.49
～
67

展
示
解
説
図
録
﹃
い
ざ
な
ぎ
流
の
宇
宙

神
と
人
の
も
の
が
た
り
﹄
︵
高
知
県
立
歴
史

17

−

民
俗
資
料
館
編
・
発
行

平
成
九
年
一
一
月
一
四
日
︶
。

﹃
い
ざ
な
ぎ
流
祭
文
帳
﹄
︵
斎
藤
英
喜
・
梅
野
光
興
編

高
知
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館

18
一
九
九
七
年
一
一
月
一
四
日
︶P

.105
～
108

角
田
一
郎
﹃
人
形
劇
の
成
立
に
関
す
る
研
究
﹄
︵
旭
屋
書
店

一
九
六
三
年
八
月
一
五

19
日
︶
﹁
テ
ク
グ
ツ
と
エ
ビ
ス
カ
キ
﹂P

.529
～
582

山
路
興
造
﹁
操
り
浄
瑠
璃
成
立
以
前
﹂
︵
﹃
藝
能
史
研
究
﹄

号

一
九
九
六
年
一
月

20

132

二
〇
日

藝
能
史
研
究
会
︶P

.1
～
35

鹿
谷
勲
﹁
大
和
万
歳
に
つ
い
て
﹂
︵
﹃
ま
つ
り
﹄

号

特
集

続
祝
福
芸

二
〇
〇

21

70

八
年
一
二
月
二
〇
日
︶P

.47
～
68
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