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︽
報
告
三
︾
民
俗
音
楽
研
究
の
立
場
か
ら
福
島
県
被
災
民
俗
芸
能
の
復
興
に
取
り
組
む

上　

西　

律　

子　
　

　

皆
様
こ
ん
に
ち
は
、
上
西
律
子
で
す
。
私
の
専
門
と
す
る
研
究
は
日
本
の
民
俗
音
楽
学
で
す
。
私
は
福
島
県
の
出
身
で
は
な
く
、
大
阪
の

堺
に
在
住
し
て
お
り
ま
す
が
、
懸
田
弘
訓
先
生
か
ら
民
俗
芸
能
学
会
福
島
調
査
団
に
誘
っ
て
頂
き
、
東

日
本
大
震
災
の
翌
年
、
平
成
二
十
四
年
（
二
〇
一
二
）
か
ら
福
島
県
内
の
浜
通
り
と
中
通
り
を
中
心
に

福
島
の
民
俗
芸
能
の
被
災
調
査
に
同
行
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

　

福
島
調
査
団
の
報
告
書
で
は
飯
舘
村
の
執
筆
を
担
当
し
ま
し
た
。
ご
存
知
の
よ
う
に
、
飯
舘
村
は
原

発
事
故
の
直
後
か
ら
全
村
避
難
指
示
が
発
令
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
村
民
の
皆
さ
ん
は
ほ
ぼ
全
員
、
村
を

離
れ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
飯
舘
村
の
民
俗
芸
能
の
担
い
手
は
散
り
散
り
に
な
り
、

芸
能
を
こ
れ
ま
で
通
り
に
行
う
こ
と
も
叶
わ
ず
、
ま
た
避
難
指
示
が
解
除
さ
れ
て
も
、
放
射
能
の
残
る

村
に
幼
い
子
供
や
家
族
を
連
れ
て
帰
る
こ
と
が
で
き
る
人
々
も
少
な
く
、
民
俗
音
楽
の
復
興
も
お
ぼ
つ

き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
の
状
況
は
特
に
福
島
の
問
題
と
し
て
十
年
経
っ
て
も
そ
れ
ほ
ど
解
決
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
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と
感
じ
て
お
り
ま
す
。
被
災
民
俗
芸
能
の
調
査
も
、
散
り
散
り
に
な
っ

た
芸
能
の
担
い
手
を
捜
し
て
県
内
の
福
島
市
や
伊
達
市
、
県
外
の
宮
城

県
仙
台
市
や
東
京
都
、
神
奈
川
県
ま
で
赴
き
、
聞
き
取
り
調
査
を
行
い

ま
し
た
。
避
難
し
た
人
々
が
い
つ
の
日
か
福
島
に
帰
還
し
、
過
去
か
ら

継
承
し
て
き
た
自
分
た
ち
の
大
切
な
芸
能
を
故
郷
の
人
々
と
共
に
再
開

し
、
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
か
ど
う
か
、
そ
の
た
め
に

私
た
ち
は
何
が
で
き
る
の
か
、
本
日
は
そ
う
い
う
こ
と
を
少
し
お
話
し

し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す

　
　
　
　
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
民
俗
芸
能
を
継
承
す
る
ふ
く
し
ま
の
会
」
に
つ
い
て

　

ま
ず
、
私
が
所
属
し
て
お
り
ま
す
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
民
俗
芸
能
を
継
承

す
る
ふ
く
し
ま
の
会
」
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。
ま
ず
震
災
直
後
の

復
興
支
援
と
し
て
「
文
化
芸
術
に
よ
る
振
興
推
進
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
」

（http://bgfsc.jp/

）
が
立
ち
上
が
り
、
平
成
二
十
四
年
か
ら
平
成

二
十
七
年
ま
で
活
動
し
ま
し
た
。
ま
た
先
ほ
ど
、
懸
田
先
生
か
ら
お
話

が
あ
り
ま
し
た
「
民
俗
芸
能
学
会
福
島
調
査
団
」
が
、
平
成
二
十
四
年

か
ら
平
成
二
十
六
年
の
三
年
間
に
わ
た
り
活
動
し
て
い
ま
し
た
。

　
（『
福
島
県
域
の
無
形
民
俗
文
化
財
被
災
調
査
報
告
書
２
０
１
１
～

【図 1】
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２
０
１
３
』
民
俗
芸
能
学
会
福
島
調
査
団�

編�

2
０
１
４
）

　

こ
れ
ら
の
活
動
の
成
果
を
基
に
文
化
庁
や
福
島
県

の
文
化
振
興
課
な
ど
が
後
押
し
を
し
て
、
福
島
県
内

の
民
俗
芸
能
の
保
存
会
な
ど
を
把
握
す
る
た
め
に
平

成
二
十
七
年
に
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
民
俗
芸
能
を
継
承
す

る
ふ
く
し
ま
の
会
」
が
発
足
し
ま
し
た
【
図
1
】。

　

震
災
か
ら
少
し
経
っ
て
、
漸
く
地
域
の
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
民
俗
芸
能
を
復
活
さ
せ
た
い

と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
時
に
課
題
と
な
る

の
が
、
衣
装
や
道
具
、
楽
器
な
ど
の
モ
ノ
の
確
保
、
こ

れ
が
ま
ず
必
要
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
継
承
や
担
い

手
、
指
導
者
の
育
成
の
問
題
が
出
て
き
ま
す
。

　

ま
た
、
私
が
調
査
に
伺
う
中
で
一
番
に
感
じ
ま
し

た
こ
と
は
、
民
俗
芸
能
を
演
じ
る
場
所
、
及
び
演
じ

る
機
会
や
稽
古
す
る
た
め
の
時
間
や
場
所
が
不
足
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
っ
た
課
題
の
解

決
の
た
め
に
助
成
金
の
取
得
や
芸
能
団
体
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
構
築
を
進
め
て
い
ま
す
。

【図 2】
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【
図
2
】
は
、
復
興
に
向
け
た
取
り
組
み
を
粘
り
強
く
続
け
て
い
こ
う
と
、
福
島
県
文
化
振
興
課
が
考
案
し
た
福
島
の
民
俗
芸
能
復
興

へ
の
イ
メ
ー
ジ
図
で
す
。「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
民
俗
芸
能
を
継
承
す
る
ふ
く
し
ま
の
会
」
は
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
図
に
近
い
形
で
福
島
県
の
民
俗

芸
能
の
復
興
支
援
の
た
め
に
活
動
し
て
い
ま
す
。
具
体
的
な
活
動
と
し
て
、
県
か
ら
の
委
託
事
業
と
し
て
福
島
県
民
俗
芸
能
サ
ポ
ー
ト
事

業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
民
俗
芸
能
保
護
団
体
へ
の
聴
き
取
り
調
査
と
助
言
、
各
団
体
へ
の
助
成
事
業
の
紹
介
、
衣
装
や
楽

器
等
の
購
入
、
楽
器
の
修
理
な
ど
の
助
成
金
に
関
す
る
紹
介
と
い
っ
た
取
り
組
み
を
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
芸
能
の
継
承
を
目
的
と
し
た

研
修
会
の
実
施
、県
内
の
芸
能
保
護
団
体
の
所
在
や
代
表
者
の
行
方
の
確
認
、文
化
庁
の
「
地
域
文
化
財
総
合
活
用
推
進
事
業
」（https://

w
w
w
.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/chiiki_kasseika/r03_sogokatsuyo/

）
の
申
請
、
そ
の
申
請
の
記
録
作
成
、

用
具
等
整
備
事
業
な
ど
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
で
活
用
し
て
い
る
調
査
票
【
図
3
】
は
、
民
俗
芸
能
学
会
福
島
調
査
団
に
よ
る
調
査
で
用
い
て
い
た
調
査
項
目
や
内
容
を
踏
襲

し
て
お
り
、
地
震
・
津
波
の
被
害
状
況
、
家
屋
の
全
壊
や
半
壊
等
の
倒
壊
状
況
、
そ
れ
か
ら
福
島
の
場
合
は
放
射
能
の
被
害
は
ど
の
程
度

だ
っ
た
の
か
を
確
認
す
る
も
の
で
す
。
さ
ら
に
芸
能
の
用
具
は
無
事
か
ど
う
か
、
楽
器
・
衣
装
が
残
っ
て
い
る
か
、
そ
れ
ら
の
道
具
の
放

射
能
被
害
の
有
無
を
確
認
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
飯
舘
村
の
場
合
は
保
管
し
て
い
た
公
民
館
に
放
射
能
が
落
ち
て
き
ま
し
た
の
で
、
そ

の
館
内
で
大
切
に
保
管
さ
れ
て
い
た
獅
子
頭
や
衣
装
な
ど
も
放
射
能
を
浴
び
て
し
ま
っ
た
事
例
が
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
練
習
場
所
や
芸
能
を
演
じ
る
場
所
、
御
旅
所
、
芸
能
団
体
の
会
員
が
無
事
か
ど
う
か
会
員
の
所
在
確
認
、
震
災
後
は
芸
能
を
復

活
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
、
ま
た
は
今
後
復
活
で
き
そ
う
か
ど
う
か
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
色
々
調
査
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
こ
の
調
査

は
現
在
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
時
よ
り
、以
前
の
民
俗
芸
能
学
会
福
島
調
査
団
の
時
の
方
が
大
変
で
、被
災
か
ら
間
も
な
い
た
め
遠
慮
し
な
が
ら
伺
っ

た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。
特
に
放
射
能
の
被
害
と
い
う
こ
と
が
、
他
の
宮
城
県
や
岩
手
県
と
は
異
な
る
点
で
す
。

　

こ
う
し
た
聞
き
取
り
調
査
の
結
果
判
明
し
た
、
壊
れ
た
道
具
や
使
え
な
く
な
っ
た
衣
装
を
新
調
し
た
り
、
修
理
す
る
費
用
を
助
成
金
で
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工
面
し
た
り
と
、
練
習
再
開
や
お
祭
り
の
再
開
に
向
け
て
具
体
的
な
応
援
を
さ
せ
て
頂
く
と
い
っ
た
活
動
を
し
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
最

後
に
は
支
援
が
緊
急
を
要
す
る
も
の
や
数
年
内
に
支
援
を
要
す
る
も
の
、
そ
う
い
っ
た
現
状
を
ま
と
め
て
い
き
ま
す
。「
民
俗
芸
能
を
継

承
す
る
ふ
く
し
ま
の
会
」
の
よ
う
な
Ｎ
Ｐ
Ｏ
に
よ
る
活
動
の
一
つ
と
し
て
、
先
ほ
ど
懸
田
先
生
か
ら
も
お
話
し
を
頂
き
ま
し
た
が
、
子
供

た
ち
に
向
け
た
民
俗
芸
能
の
学
び
の
機
会
や
出
会
い
の
場
所
を
作
る
こ
と
も
行
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
各
種
補
助
事
業
、
支
援
事
業

へ
の
協
力
、
震
災
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
被
災
地
に
お
け
る
民
俗
芸
能
の
再
調
査
、
継
続
的
な
記
録
作
成
と
保
存
、
後
継
者
育
成
の
た

め
の
継
続
的
な
支
援
と
立
上
げ
な
ど
の
活
動
も
実
施
し
て
い
ま
す
。

【図 3】個別訪問調査票
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被
災
民
俗
芸
能
と
向
き
合
う
民
俗
音
楽
の
手
法
と
事
例

　
　
　
　
　
～
三
輪
神
社
の
太
々
神
楽
の
奏
楽
の
復
興
～

　
「
民
俗
芸
能
を
継
承
す
る
ふ
く
し
ま
の
会
」
に
よ
る
活
動
の
一
つ
と
し

て
、
私
は
平
成
二
十
九
年
（
二
〇
一
七
）
三
月
か
ら
福
島
県
田
村
市
船

引
町
に
あ
る
三
輪
神
社
の
太
々
神
楽
保
存
会
へ
調
査
に
向
か
い
ま
し
た
。

本
日
は
芸
能
復
興
の
事
例
の
一
つ
と
し
て
、
こ
の
保
存
会
の
状
況
と
芸
能

の
復
活
に
つ
い
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ご
承
知
の
よ
う
に
福
島
県
は
大
変
広
く
、
三
つ
に
区
分
さ
れ
ま
す
。
海

沿
い
の
浜
通
り
地
方
、
磐
梯
山
や
猪
苗
代
湖
を
有
す
る
会
津
地
方
、
そ
の

中
間
に
位
置
す
る
中
通
り
地
方
に
区
分
さ
れ
、
田
村
市
は
中
通
り
地
方
に

位
置
し
て
い
ま
す
【
図
4
】。
田
村
市
で
調
査
を
し
ま
す
と
、
地
震
の
被

害
や
原
発
事
故
の
被
害
は
殆
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
む
し
ろ
、
浜
通
り

地
方
か
ら
の
避
難
者
を
受
け
入
れ
て
い
た
と
の
お
話
し
を
伺
い
ま
し
た
。

し
か
し
聴
き
取
り
調
査
を
続
け
て
い
き
ま
す
と
、
い
ろ
い
ろ
な
難
題
が
あ

り
太
々
神
楽
の
継
承
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま

し
た
。

　

ま
ず
一
つ
目
に
、
こ
れ
ま
で
奏
楽
を
担
っ
て
き
た
方
々
が
高
齢
化
し
奏

【図 4】福島県田村市の位置
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楽
の
笛
の
演
奏
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
二
つ
目

は
、
長
老
様
（
高
齢
の
笛
の
奏
者
た
ち
）
に
習
い
た
く
て
も
指
導
が
不

可
能
な
状
況
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
次
い
で
三
つ
目
は
、

衣
装
が
古
く
な
り
使
用
で
き
な
い
、
そ
う
い
っ
た
問
題
が
出
て
き
て
い�

ま
す
。

　

衣
装
に
つ
い
て
は
助
成
金
に
よ
り
新
調
が
可
能
と
な
り
、
そ
の
衣
装
を

着
け
て
春
の
例
大
祭
を
迎
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
保
存

会
の
中
か
ら
、
こ
の
機
会
に
き
ち
ん
と
し
た
奏
楽
で
演
じ
た
い
と
い
う
気

持
ち
が
芽
生
え
、
練
習
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
し
た
。
し
か
し
練
習
を
重

ね
て
も
長
老
様
た
ち
か
ら
例
大
祭
で
の
演
奏
の
許
可
を
頂
け
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
こ
で
私
は
も
し
か
し
た
ら
と
思
い
、「
過
去
の
ビ
デ
オ
や
録
音
、

映
像
の
記
録
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
お
尋
ね
し
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、

保
存
の
た
め
に
過
去
の
人
た
ち
が
残
し
て
く
れ
た
ビ
デ
オ
が
出
て
き
ま

し
た
。
そ
れ
が
今
か
ら
見
て
頂
く
映
像
で
す
。

　
【
写
真
1
】
こ
れ
は
太
刀
を
持
っ
て
舞
い
ま
す
の
で
、「
剣
舞
」
と
い

い
ま
す
。
見
つ
か
っ
た
映
像
が
い
つ
の
時
代
の
こ
と
な
の
か
分
か
ら
ず
、

昭
和
だ
と
い
う
こ
と
し
か
分
か
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
こ
の
ビ
デ
オ
映
像

か
ら
私
が
民
俗
音
楽
学
の
方
法
で
笛
の
演
奏
部
分
を
楽
譜
に
し
ま
し
た�

【写真 1】剣舞（三輪神社太々神楽保存会所蔵ビデオ映像より）
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【
図
5
】。
こ
う
し
て
平
成
三
十
年
（
二
〇
一
八
）
の
十
二
月
か
ら
猛
練
習
が
始
ま
り
ま
し
た
。
笛
の
指
導
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
会
員
で
、
い
わ
き

市
で
活
動
さ
れ
て
い
る
田
中
桂
さ
ん
に
お
願
い
し
ま
し
た
。
田
中
さ
ん
は
毎
週
の
よ
う
に
仕
事
の
後
、
い
わ
き
市
か
ら
田
村
市
に
通
い
、

二
時
間
に
わ
た
っ
て
保
存
会
員
に
音
の
出
し
方
か
ら
指
使
い
な
ど
を
ご
指
導
下
さ
い
ま
し
た
【
写
真
2
】。
そ
れ
を
受
け
て
、
保
存
会
会

員
が
一
生
懸
命
、
熱
心
に
練
習
を
始
め
ま
し
た
。

　

や
が
て
笛
の
練
習
に
太
鼓
を
つ
け
て
も
ら
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
【
写
真
3
】。
こ
れ
は
拝
殿
で
演
じ
る
本
番
の
並
び
方
で
稽
古
し

て
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
も
う
一

度
映
像
を
流
し
ま
す
。【
写
真

4
】
は
太
鼓
と
笛
の
演
奏
に
舞

が
入
っ
た
形
で
懸
田
先
生
が
舞

の
指
導
を
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。
こ
れ
は
三
月
の
様
子
で

す
が
、
本
番
は
四
月
で
す
。
本

当
に
丹
念
に
お
稽
古
さ
れ
ま
し

て
、
皆
さ
ん
上
手
に
な
ら
れ
ま

し
た
。
四
月
七
日
当
日
は
衣
装

も
新
品
で
迎
え
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

　

さ
て
、
こ
の
三
輪
神
社
の
神

【図 5】　三輪神社太々神楽「剣舞」の笛の採譜

（上西律子採譜）

【写真 2】　三輪神社太々神楽保存会の笛の練習風景

（笛指導：田中桂氏）
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楽
は
太
々
神
楽
と
呼
ば
れ
て
お
り
ま
す
。

実
は
福
島
に
通
う
よ
う
に
な
っ
て
初
め
て

知
っ
た
の
で
す
が
、
福
島
で
は
普
通
、
神

楽
と
い
い
ま
す
と
獅
子
神
楽
の
こ
と
を
指

す
よ
う
で
、
私
た
ち
が
一
般
的
に
思
い
浮

か
べ
る
よ
う
な
神
楽
は
太
々
神
楽
と
呼
ば

れ
て
い
ま
す
。
福
島
の
神
楽
は
主
に
太
々

神
楽
と
獅
子
神
楽
に
分
類
さ
れ
ま
す
。
そ

し
て
福
島
の
出
雲
系
神
楽
は
太
々
神
楽
・

代
々
神
楽
・
十
二
神
楽
・
大
和
舞
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

本
田
安
次
先
生
が
分
類
さ
れ
た
出
雲
流

神
楽
と
福
島
の
出
雲
系
に
つ
い
て
考
え
ま

す
と
、
こ
の
福
島
の
太
々
神
楽
も
七
座
舞

と
能
舞
に
分
か
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
や
、
採
物
が
非
常
に
重
要
な
神
事
的
な
役
割
を
果
た
す
の
か
、
福
島
で
も
神
職
さ
ん
が
神
楽

を
や
っ
て
い
た
の
か
な
ど
、
色
々
な
興
味
が
湧
い
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
先
ほ
ど
の
三
輪
神
社
の
太
々
神
楽
の
担
い
手
の
方
と
話
し
て
い

ま
す
と
、
何
の
舞
に
使
う
の
か
分
か
ら
な
い
鏡
の
形
を
し
た
採
物
が
出
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
過
去
に
演
じ
ら
れ
な
く
な
っ
た
、
倭
姫
の

採
物
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
そ
の
映
像
が
先
ほ
ど
紹
介
し
た
古
い
ビ
デ
オ
映
像
に
も
残
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

【写真 3】　三輪神社太々神楽保存会の太鼓と笛の練習風景

【写真 4】三輪神社太々神楽保存会の稽古

（舞指導：懸田弘訓氏）
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私
は
こ
の
よ
う
に
三
輪
神
社
の
皆
さ
ん
の
や
る
気
が
あ
れ
ば
、
こ
の
倭
姫
も
笛
と
太
鼓
を
再
興
し
、
舞
を
練
習
し
て
鏡
を
直
し
、
三
輪

神
社
に
奉
納
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
福
島
の
太
々
神
楽
の
担
い
手
の
方
々
は
、
自
分
た
ち
の
神
楽
が
遠
く
出
雲
に
繋

が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
ご
存
知
な
の
だ
ろ
う
か
、
知
っ
て
頂
け
れ
ば
さ
ら
に
元
気
が
湧
く
だ
ろ
う
な
と
思
い
ま
し
た
。

　
　
　
　

出
雲
系
神
楽
を
学
ぶ

　

そ
こ
で
福
島
の
皆
さ
ん
と
出
雲
系
神
楽
に
つ
い
て
学
び
、
ご
自
分
た
ち
の
芸
能
に
さ
ら
に
誇
り
を
持
っ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
し
て
、

出
雲
の
方
を
招
い
て
出
雲
系
神
楽
の
勉
強
会
を
開
き
ま
し
た
。
令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）
二
月
一
日
、
今
か
ら
一
年
程
前
で
す
が
、
郡
山

市
で
福
島
県
民
俗
芸
能
復
興
サ
ポ
ー
ト
事
業
（
地
区
説
明
会
・
民
俗
芸
能
講
座
・
個
別
訪
問
・
民
俗
芸
能
公
演
の
支
援
・「
ふ
る
さ
と
の
祭
り
」

代
表
者
交
流
会
等
が
活
動
の
内
容
で
す
）、
民
俗
芸
能
継
承
者
研
修
会
と
し
て
、「
出
雲
系
神
楽
を
学
ぶ
」
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
、
勉
強
会
を

開
催
し
ま
し
た
。
内
容
と
し
ま
し
て
は
、
私
の
師
匠
で
あ
り
ま
す
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
民
俗
芸
能
を
継
承
す
る
ふ
く
し
ま
の
会
」
顧
問
の
小
島
美
子

先
生
か
ら
「
出
雲
系
神
楽
に
つ
い
て
」、懸
田
先
生
か
ら
「
ふ
く
し
ま
の
出
雲
系
神
楽
の
現
状
」
に
つ
い
て
の
講
義
を
頂
き
、「
八
槻
の
都
々

古
別
神
楽
の
実
演
」、「
出
雲
神
楽
の
実
演
（
奏
楽
・
七
座
神
事
の
鈴
の
舞
）」、
島
根
県
雲
南
市
幡
屋
の
幡
屋
神
社
の
波
多
野
竹
彦
宮
司
に

よ
る
「
出
雲
神
楽
継
承
の
取
り
組
み
と
魅
力
」
の
講
演
、
波
多
野
宮
司
の
指
導
に
よ
る
「
神
楽
笛
の
練
習
会
」
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
波

多
野
宮
司
と
息
子
さ
ん
の
光
紀
さ
ん
に
よ
る
、出
雲
神
楽
の
本
場
の
笛
と
太
鼓
の
演
奏
と
舞
を
皆
さ
ん
に
見
て
頂
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

当
日
は
八
十
名
近
く
の
太
々
神
楽
の
継
承
者
の
方
が
福
島
県
内
か
ら
お
集
ま
り
下
さ
り
、
こ
れ
は
過
去
に
当
Ｎ
Ｐ
Ｏ
が
企
画
し
た
研
究
会

で
は
最
高
の
参
加
者
数
で
し
た
。

　

出
雲
神
楽
を
通
し
て
、
刀
・
幣
・
鈴
・
扇
・
榊
な
ど
の
採
物
が
持
つ
意
味
や
、
出
雲
神
楽
の
特
徴
で
あ
る
、
面
を
付
け
な
い
舞
と
面
を

付
け
た
舞
の
意
味
な
ど
、
福
島
の
出
雲
神
楽
の
継
承
者
の
皆
さ
ん
は
非
常
に
興
味
を
持
っ
て
下
さ
い
ま
し
た
。
そ
し
て
自
分
た
ち
の
拠
り
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所
に
な
っ
て
い
る
太
々
神
楽
の
根
幹
の
よ
う
な
も
の
、「
自
分
た
ち
の
神
楽
が
こ
の
出
雲
の
神
楽
と
繋
が
っ
て
い
る
の
だ
」
と
、
そ
う
い
っ

た
こ
と
を
感
じ
て
頂
い
た
勉
強
会
と
な
り
ま
し
た
。

　

民
俗
芸
能
は
、
人
々
の
心
の
拠
り
所
で
す
。
そ
の
拠
り
所
を
失
く
し
て
し
ま
っ
た
ま
ま
で
は
「
心
の
復
興
」
は
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。
そ

の
拠
り
所
を
自
分
た
ち
で
取
り
戻
す
た
め
の
取
り
組
み
な
の
だ
、
と
い
う
姿
勢
が
必
要
な
の
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
「
心
の
復

興
」
に
対
し
て
ビ
ジ
ョ
ン
が
持
て
る
か
ど
う
か
、
そ
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
持
つ
た
め
の
お
手
伝
い
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
だ
と
私
は

思
っ
て
い
ま
す
。
お
手
伝
い
し
た
い
と
思
っ
て
そ
の
場
所
に
伺
う
わ
け
で
す
が
、
実
際
に
は
外
か
ら
通
う
私
が
逆
に
教
え
て
頂
く
こ
と
ば

か
り
で
す
。
し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
外
か
ら
の
風
、
例
え
ば
出
雲
神
楽
の
方
に
来
て
頂
い
て
本
場
の
出
雲
神
楽
を
見
た
、
そ
う
い
っ
た
経

験
は
非
常
に
良
い
こ
と
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　

被
災
民
俗
芸
能
と
向
き
合
い
続
け
る
中
で
の
課
題

　

ま
た
、
懸
田
先
生
の
お
話
に
も
あ
り
ま
し
た
が
、「
記
録
」
と
「
保
存
」、
い
つ
か
故
郷
に
帰
還
す
る
人
々
の
た
め
に
記
録
が
残
せ
れ
ば

と
思
い
ま
す
。
噂
に
よ
り
ま
す
と
懸
田
先
生
の
お
宅
に
は
宝
物
の
よ
う
な
古
い
昔
の
福
島
県
全
域
の
民
俗
芸
能
の
映
像
記
録
が
あ
る
と

伺
っ
て
お
り
ま
す
。
是
非
、
そ
う
い
っ
た
映
像
を
活
用
し
て
、
福
島
の
人
た
ち
が
自
分
た
ち
の
民
俗
芸
能
を
も
う
一
度
取
り
戻
し
て
い
く
、

私
は
楽
譜
に
す
る
こ
と
く
ら
い
し
か
で
き
ま
せ
ん
が
、そ
う
い
っ
た
こ
と
を
当
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
人
た
ち
と
一
緒
に
続
け
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
、
こ
れ
も
懸
田
先
生
か
ら
お
話
が
出
ま
し
た
が
、
継
承
者
を
育
て
る
た
め
の
工
夫
と
し
て
大
切
な
こ
と
が
、
子
供
た
ち
を
民

俗
芸
能
に
誘
う
こ
と
、
学
校
教
育
に
民
俗
芸
能
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
す
。
懸
田
先
生
か
ら
ご
紹
介
の
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
飯
舘
村
の

中
学
校
で
も
田
植
踊
を
行
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
子
供
た
ち
は
非
常
に
熱
心
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
継
承
の
問
題
を
、
私
は
日
本
全
体
の
民
俗
芸
能
が
抱
え
る
問
題
と
し
て
捉
え
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
高
齢
化
や
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少
子
化
、
後
継
者
不
足
、
そ
れ
ら
の
問
題
に
対
し
て
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ん
で
い
く
か
、
福
島
は
被
災
地
で
す
け
れ
ど
も
、
こ

の
福
島
に
お
け
る
民
俗
芸
能
復
興
の
手
法
が
日
本
全
体
の
民
俗
芸
能
継
承
の
モ
デ
ル
、
お
手
本
と
な
っ
て
い
け
ば
幸
い
で
す
。
そ
の
た
め

の
一
つ
の
メ
ソ
ッ
ド
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
以
上
で
私
の
報
告
を
終
わ
り
ま
す
。


