
　

県
内
に
は
鹿
子
踊
り
、
獅
子
舞
が
数
多
く
残
っ
て

い
る
。
長
井
市
な
ど
西
置
賜
地
方
は
特
に
獅
子
舞
が

多
い
。
そ
の
獅
子
舞
の
起
源
に
つ
い
て「
長
井
市
史
」

に
は
、
古
く
か
ら
雪
解
け
の
春
か
ら
稲
の
取
り
入
れ

の
終
わ
る
秋
祭
り
ま
で
、
い
ろ
い
ろ
な
神
社
や
寺
院

の
祭
礼
で
獅
子
舞
が
奉
納
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。

　

こ
の
獅
子
の
起
源
に
関
係
す
る
も
の
と
し
て
、
唐

代
の
詩
人
、
白
楽
天
の
詩
が
あ
る
。「
仮
面
に
胡
人
獅

子
を
仮
る
。
木
を
刻
し
て
頭
と
し
、
糸
に
て
尾
を
作

る
。
金
に
て
眼
晴
を
鍍
し
、
銀
に
て
歯
を
帖
す
。
奮

起
す
る
毛
衣
、
双
耳
を
ひ
ら
く
。
流
沙
に
従
い
、
万

里
よ
り
来
る
が
如
し
。
紫
髯
深
目
両
胡
の
児
…
」。
こ

の
詩
は
古
来
よ
り
獅
子
舞
を
記
し
た
最
も
古
い
も
の

と
言
わ
れ
て
い
る
。
紫
の 
頬 
ヒ
ゲ
を
も
ち
、
目
の
ふ

ほ
お

ち
の
深
く
窪
ん
だ
故
人
（ 
崑
崙
人 
）
が
、
両
眼
に 
金 

こ
ん
ろ
ん
じ
ん 

き
ん

 
箔 
を
は
り
、
上
下
の
歯
を
銀
で
く
る
ん
だ
木
彫
り
の

ぱ
く獅

子
面
を
か
ぶ
っ
て
踊
っ
て
い
る
。
そ
の
動
き
は
激

し
く
、
頭
の
毛
が
舞
い
上
り
両
方
の
耳
が
あ
ら
わ
に

な
る
と
述
べ
て
い
る
。
今
、
私
た
ち
が
目
に
し
て
い

る
獅
子
の
姿
と
よ
く
似
て
い
る
。
だ
か
ら
、
獅
子
舞

は
西
ア
ジ
ア
で
始
ま
り
、
中
国
に
伝
わ
っ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
日
本
に
は
中
国
か
ら
唐
代
に
伝
わ
っ
た
も

の
ら
し
い
。
そ
の
頃
の
遺
品
は
正
倉
院
に
残
っ
て
い

る
。
そ
れ
は
天
平
勝
宝
四
年
（
七
五
二
）
に
東
大
寺

の
大
仏
開
眼
供
養
の
時
の 
伎  
楽  
田 
の
も
の
と
い
わ
れ

ぎ 

が
く 
で
ん

て
い
る
。獅
子
頭
は
仏
教
と
と
も
に
わ
が
国
に
入
り
、

今
で
も
四
天
王
寺
の
聖
霊
会
で 
菩  
薩 
の
舞
や 
胡
蝶 
の

ぼ 

さ
つ 

こ
ち
ょ
う

舞
と
と
も
に
獅
子
舞
も
行
わ
れ
て
い
る
。

　

伝
承
で
は
「
康
平
六
年
（
一
〇
六
三
）
に
源
頼
義

が
前
九
年
の
役
の
戦
勝
祝
い
に
総
宮
神
社
（
当
時
は

白
鳥
大
名
神
）
の
社
殿
を
再
建
し
た
時
、
軍
士
た
ち

に
獅
子
舞
を
さ
せ
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
」と
い
う
。

長
井
市
内
の
神
社
の
獅
子
頭
を
調
べ
て
み
る
と
、
最

も
古
い
年
号
の
記
入
の
あ
る
も
の
は
総
宮
神
社
の
も

の
で
「
寛
文
十
一
年
（
一
六
七
一
）
九
月
十
九
日
改
」

と
書
か
れ
て
あ
る
。「
改
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
れ
以
前

か
ら
獅
子
頭
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
長
井
市
の
中

心
街
は
以
前
か
ら
南
北
に
宮
地
区
と 
小  
出 
地
区
に
分

こ 

い
で

か
れ
て
い
た
が
、
宮
の
神
社
に
伝
わ
る
獅
子
舞
の
幕

の
裾
は
麻
を
使
っ
て
い
て
、
姿
が
水
面
に
映
っ
た
よ

う
に
で
き
て
い
る
。
す
き
と
お
っ
た
麻
布
に
は
波
模

様
が
染
め
ら
れ
、
前
幕
に
は
水
面
を
進
む
時
に
で
き

る
波
頭
を
表
す
模
様
が
、
横
幕
に
は
波
と
し
ぶ
き
を

表
し
た
模
様
が
つ
い
て
い
る
。

　

宮
の
獅
子
舞
の
起
源
は
宮
明
神
の
縁
起
と
深
い
か

か
わ
り
を
も
っ
て
い
る
。
総
宮
神
宮
は
山
号
を
「 
赤 あか

 
崩
山 
」
と
い
い
、
火
山
活
動
を
し
て
い
た
頃
の
吾
妻

く
ず
れ
や
ま

山
の
呼
び
名
で
も
あ
る
。
昔
、
日
本  
武
尊

      

が
東
征
し

や

ま

と

た

け

る

た
時
、
米
沢
盆
地
の
人
々
は
最
上
川
の
水
害
に
苦
し

ん
で
い
た
の
で
、
武
尊
は
最
上
川
の
水
源
で
あ
る
赤

崩
山
に
剣
を
立
て
て
祈
り
洪
水
を
治
め
た
と
い
う
。

そ
れ
以
来
、
そ
の
御
刀
を
神
体
と
し
て
赤
崩
山
神
社

が
建
立
さ
れ
、
信
仰
の
広
ま
り
と
と
も
に
川
西
町
小

松
に
、
そ
し
て
長
井
市
宮
に
も
建
て
ら
れ
た
。

　

太
古
の
人
々
の
信
仰
に
山
岳
信
仰
が
あ
る
。
深
い

山
中
に
は
神
が
住
み
、
川
の
上
流
に
は
竜
神
が
住
む

と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
野
川
の
上
流
の
白
鳥
沼
に
は

竜
神
が
住
み
、
野
川
の
水
を
支
配
し
て
い
る
と
考
え

て
い
た
。
長
井
の
人
々
は
野
川
上
流
の
山
間
地
の 
三 み

 
渕 
に
神
社
を 
祀 
り
、
そ
の
里
宮
と
し
て
白
鳥
神
社
を

ふ
ち 

ま
つ

平
野
部
に
祀
っ
た
。
も
う
少
し
詳
し
く
い
え
ば
、
最

上
川
の
治
水
を
祈
っ
て
祀
っ
た
開
拓
神
赤
崩
山
神
社
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と
、
野
川
の
治
水
を
願
っ
て
祀
っ
た
三
渕
神
社
の
里

宮
白
鳥
神
社
と
が
、
最
上
川
、
野
川
の
合
流
点
で
あ

る
扇
状
地
の
突
端
に
合
祀
さ
れ
た
の
が
赤
崩
山
白
鳥

神
社
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
里
宮
の
大
祭
に
は
奥
の
院

の
三
渕
か
ら
大
神
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
三
渕
の

神
は
卯
の
花
姫
伝
承
で
は
姫
が
三
渕
に
身
を
投
じ
、

大
蛇
と
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
大
蛇
が
白
鳥
神
社
の

祭
礼
に
招
か
れ
、
野
川
の
流
れ
を
下
る
姿
が
宮
の
獅

子
舞
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
長
井
市
の
獅
子
舞

は
、
他
地
域
の
も
の
と
異
な
り
、
目
玉
が
丸
く
飛
び

出
て
、 
眉 
が
目
玉
の
後
方
に
下
っ
て
、
前
後
に
面
長

ま
ゆ

な
獅
子
と
し
て
彫
ら
れ
、
獅
子
頭
と
い
わ
ず 
蛇
頭 
と

じ
ゃ
が
し
ら

言
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
波
頭
を
表
わ
し
た
大
幕
を
つ

け
、
そ
の
中
に
多
く
の
舞
い
手
が
入
る
、
大
幕
多
人

数
入
り
獅
子
と
な
っ
て
い
る
。
舞
い
方
も
蛇
行
し
、

頭
は
一
定
の
高
さ
に
保
っ
て
上
下
せ
ず
、
腰
に
動
き

を
つ
け
て
滑
る
よ
う
に
舞
う
。
舞
う
姿
は
勇
壮
そ
の

も
の
で
あ
り
、
別
名
で
「 
百
足 

む

か

で 
獅  
子 
」
と
も
呼
ば
れ

し 

し

て
い
る
。

　
「
な
が
い
黒
獅
子
ま
つ
り
」は
こ
の
よ
う
な
地
域
文

化
の
価
値
を
再
認
識
し
よ
う
と
平
成
二
年
に
始
ま
っ

た
。
十
三
回
目
を
数
え
る
今
年
は
、
市
内
に
継
承
さ

れ
て
き
た
四
十
一
（
子
供
獅
子
を
含
む
）
の
獅
子
舞

の
中
か
ら
十
五
が
参
加
し
、
こ
れ
ま
で
で
最
高
の
参

加
数
と
な
っ
た
。
毎
年
、
五
月
の
最
終
土
曜
日
に
実

施
し
て
い
る
。
今
年
は
水
神
様
の
ご
意
向
な
の
か
、

開
始
時
に
強
い
雨
が
降
っ
た
も
の
の
や
が
て
晴
れ
間

が
出
来
、
市
街
地
の
目
抜
き
通
り
の
南
北
コ
ー
ス
な

ど
三
カ
所
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
同
時
に
舞
い
が
ス
タ
ー
ト

し
、
笛
と
太
鼓
の 
囃
子 
に
合
わ
せ
沿
道
を
埋
め
た

は

や

し

人
々
が
見
守
る
中
で
黒
獅
子
が
躍
動
し
た
。

　

長
井
市
で
は
黒
獅
子
は
五
穀
豊
穣
・
交
通
安
全
・

家
内
安
全
・
身
体
堅
固
を
祈
願
す
る
伝
統
神
事
と
し

て
長
く
受
け
継
が
れ
て
き
た
。「
な
が
い
黒
獅
子
ま
つ

り
」
と
し
て
の
始
ま
り
は
、
松
ヶ
池
公
園
（
白
つ
つ

じ
公
園
）
一
角
の
皇
大
神
社
に
求
め
る
こ
と
も
で
き

る
。
以
前
は
、
五
月
の
「
白
つ
つ
じ
ま
つ
り
」
の
終

盤
に
、
こ
の
神
社
の
獅
子
舞
が
神
社
の
前
で
舞
わ
れ

て
い
た
。
長
井
市
内
に
は
、
四
十
を
超
え
る
神
社
が

あ
り
、
皇
大
神
社
の
獅
子
舞
同
様
、
そ
れ
ぞ
れ
に
特

徴
あ
る
獅
子
舞
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、

市
内
各
神
社
の
獅
子
舞
が
一
堂
に
会
し
て
特
徴
を
披

露
し
合
え
た
ら
素
晴
ら
し
い
と
い
う
長
井
市
観
光
協

会
の
前
会
長
で
あ
る
竹
田
昭
三
氏
の
発
想
か
ら
ま
つ

り
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
回
を
重
ね
る
ご
と
に
舞

い
を
待
っ
て
く
れ
る
方
々
が
増
え
て
い
る
。

　

長
井
市
に
は
「
あ
や
め
ま
つ
り
」
や
「
白
つ
つ
じ

ま
つ
り
」
な
ど
も
あ
る
が
、
今
後
は
「
黒
獅
子
ま
つ

り
」
を
最
大
の
ま
つ
り
と
す
る
こ
と
に
情
熱
を
注
ぎ

た
い
。
観
光
資
源
と
し
て
大
き
な
可
能
性
を
秘
め
て

い
る
と
思
う
か
ら
だ
。
特
に
こ
れ
ま
で
は
夜
ま
つ
り

と
し
て
開
催
し
て
き
た
が
、
日
中
か
ら
実
施
し
遠
来

の
人
々
に
も
ご
観
覧
い
た
だ
け
る
よ
う
に
す
る
こ
と

を
検
討
し
た
い
。
学
校
も
完
全
週
休
制
に
も
な
っ
た

こ
と
で
あ
る
し
、
会
社
、
事
業
所
、
役
所
等
に
も
協

力
を
い
た
だ
き
な
が
ら
二
日
間
の
ま
つ
り
に
出
来
な

い
も
の
か
と
も
考
え
て
い
る
。
故
郷
を
離
れ
た
方
々

に
も
懐
か
し
い
ま
つ
り
の
思
い
出
を
よ
み
が
え
ら
せ

る
機
会
を
提
供
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
心
強
い
の
は

獅
子
を
愛
す
る
多
く
の
市
民
が
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

遠
く
か
ら
笛
の
音
色
と
太
鼓
の
響
き
が
聞
こ
え
て

く
れ
ば
自
ず
と
心
が
踊
る
。そ
れ
が
、こ
の
地
で
育
っ

た
人
々
に
と
っ
て
の
祭
り
で
あ
り
、
そ
の
火
を
消
す

こ
と
は
出
来
な
い
。
世
相
や
風
俗
が
ど
う
変
化
し
よ

う
と
も
、
古
く
か
ら
伝
わ
る
こ
の
ま
つ
り
を
守
り
続

け
た
い
。
ま
た
、
郷
土
意
識
や
隣
人
意
識
が
希
薄
な

時
代
に
な
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、

 
篝
火 
を 
焚 
い
て
お
神
酒
で
獅
子
を
迎
え
、
人
々
の
幸

か
が
り
ひ 

た

せ
と
社
会
の
安
穏
を
願
う
機
会
を
大
切
に
し
た
い
。

人
々
の
心
を
一
つ
に
す
る
「
黒
獅
子
ま
つ
り
」
を
継

承
し
て
い
く
こ
と
が
、
今
を
生
き
る
私
た
ち
に
与
え

ら
れ
た
役
割
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。
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