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雅
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こ
お
ど
り
﹈

特集
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﹇
舞
太
鼓
﹈

▲

黒
丸
踊
法
養
堂
の
法
養
の
碑

﹇
垣
踊
り
﹈

寿
古
踊

　

国
の
文
化
審
議
会
は
、大
村
市
に
伝
わ
る

「
大
村
の
郡
三
踊（
寿
古
踊
・
沖
田
踊
・
黒
丸

踊
）」を
新
た
に
国
の
指
定
文
化
財
と
す
べ
き

と
し
て
、答
申
を
行
い
ま
し
た
。正
式
な
指
定

は
後
に
な
り
ま
す
が
、国
の
文
化
財
と
し
て

の
価
値
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

指
定
答
申

　

大
村
の
郡
三
踊
は
、市
内
の
寿
古
町
、沖

田
町
、黒
丸
町
の
そ
れ
ぞ
れ
に
伝
わ
る
寿
古

踊
、沖
田
踊
、黒
丸
踊
の
総
称
で
す
。そ
れ
ぞ

れ
別
々
の
踊
り
で
す
が
、同
じ
始
ま
り
の
伝

承
を
持
ち
、近
い
地
域
に
伝
わ
っ
た
踊
り
と

し
て
、今
回
一
緒
に
文
化
財
に
指
定
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

３
つ
の
踊
り
と
も
、約
５
０
０
年
前
の
戦

国
時
代
に
始
ま
っ
た
と
さ
れ
、そ
れ
ぞ
れ
の

踊
り
の
中
に
、ゆ
っ
く
り
と
し
た
曲
の
テ
ン

ポ
や
所
作
な
ど
中
世
の
踊
り
の
特
徴
を
良
く

残
し
て
い
ま
す
。中
世
か
ら
伝
わ
る
踊
り
は

県
内
で
も
珍
し
く
、ま
た
、江
戸
時
代
の
文
献

に
記
さ
れ
た
踊
り
の
構
成
や
曲
目
な
ど
を
、

現
在
で
も
あ
ま
り
変
わ
ら
ず
伝
え
ら
れ
て
い

る
な
ど
、非
常
に
貴
重
な
踊
り
で
す
。長
崎

文
化
財
の
特
徴

　

舞
太
鼓
を
中
心
に
、周
囲
を
垣
踊
り
が
囲

ん
で
踊
ら
れ
る
優
雅
な
踊
り
で
す
。中
心
の

舞
太
鼓
は
殿
様
を
表
し
、別
名
「
殿
様
踊
り
」

と
呼
ば
れ
ま
す
。こ
の
舞
太
鼓
は
、月
の
輪
の

つ
い
た
笠
を
被
っ
て
お
り
、佐
賀
・
長
崎
地
方

に
多
い
浮
立
踊
り
の
系
統
を
良
く
引
い
て
い

ま
す
。

　

町
内
一
体
と
な
っ
て
保
存
活
動
に
尽

力
さ
れ
て
き
た
寿
古
踊
保
存
会
の
皆
さ

ん
。会
長
の
愛
合
さ
ん
自
身
も
、踊
り
の

師
匠
と
し
て
後
継
の
指
導
に
あ
た
っ
て

い
ま
す
。「
先
祖
代
々
、伝
統
を
大
切
に

受
け
継
い
で
き
た
こ
と
が
評
価
さ
れ
た

の
だ
と
思
う
。喜
び
と
同
時
に
責
任
も

感
じ
て
い
る
が
、地
域
の
協
力
を
得
な
が

ら
継
承
し
て
い
き
た
い
。」と
愛
合
さ
ん
。

家
臣
を
表
す「
垣
踊
り
」は

地
域
の
子
ど
も
た
ち
で
構

成
さ
れ
、付
き
添
い
と
と

も
に
入
場
し
、殿
様
を
守

り
な
が
ら
踊
り
ま
す
。

起
源
伝
承

寿古踊保存会

名　
　

称　

大
村
の
郡
三
踊（
寿
古
踊
・
沖
田
踊
・
黒
丸
踊
）

指
定
種
別　

国
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財

県
地
方
の
民
俗
芸
能
の
特
色
や
古
く
か
ら
の

伝
承
過
程
を
良
く
示
し
て
お
り
、そ
の
価
値

が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。国
指
定
の
無
形
民
俗

文
化
財
と
し
て
は
、長
崎
県
で
は
６
件
目
、大

村
市
で
は
初
め
て
と
な
り
ま
す
。

﹇
舞
太
鼓
﹈

踊
り
を
披
露
す
る
と
き

は
、町
内
総
出
。３
年
に
１

度
、「
花
菖
蒲
ま
つ
り
」と

「
お
お
む
ら
秋
ま
つ
り
」で

披
露
さ
れ
ま
す
。

会
長
の
愛
合
さ
ん
宅
に

は
、寿
古
踊
の
た
め
に
大

村
家
か
ら
贈
ら
れ
た
約
１

０
０
年
前
の
着
物
が
大
切

に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

約
５
０
０
年
前
の
戦
国
時
代
、大
村
の
領

主
大
村
純
伊
は
、有
馬
家
と
の
戦
に
敗
れ
領

地
を
失
い
ま
す
。数
年
後
、領
地
を
取
り
戻

し
ま
す
が
、そ
の
祝
い
の
場
で
踊
ら
れ
た
の

が
、こ
の
３
つ
の
踊
り
で
、出
さ
れ
た
料
理
が

大
村
寿
司
と
さ
れ
て
い
ま
す
。寿
古
踊
は
、佐

賀
の
須
古
の
者
が
教
え
、沖
田
踊
、黒
丸
踊

は
、浪
人
法
養
が
教
え
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
に
は
、お
城
で
奉
納
さ
れ
て
い

ま
し
た
が
、こ
の
時
に
は
寿
古
踊
が
最
初
に

踊
る
習
わ
し
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。江
戸
時

代
後
期
に
倹
約
の
た
め
、他
の
多
く
の
踊
り

が
中
止
に
な
る
中
、こ
の
３
つ
の
踊
り
は
、藩

主
大
村
家
に
関

わ
る
踊
り
と
し

て
、特
別
に
踊
る

こ
と
が
許
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

﹇
垣
踊
り
﹈

「
大
村
の
郡
三
踊（
寿
古
踊
・
沖
田
踊
・
黒
丸
踊
）」重
要
無
形
民
俗
文
化
財
指
定
答
申

﹇
こ
お
り
さ
ん
お
ど
り
﹈

郡
三
踊

特
集
﹇
大
村
の
伝
統
芸
能
﹈

特集
大村の郡三踊
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大
花
輪
が
揺
れ
る

     

勇
壮
で
華
や
か
な
舞
い

﹇
く
ろ
ま
る
お
ど
り
﹈

﹇
手
踊
り
﹈

黒
丸
踊

　

直
径
約
５
メ
ー
ト
ル
、重
さ
約
60
キ
ロ
を

超
す
４
つ
の
大
花
輪
と
、２
つ
の
大
旗
が
太

鼓
を
叩
き
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
と
踊
る
勇
壮
な

踊
り
。中
央
に
は
、子
ど
も
た
ち
の
手
踊
り

が
加
わ
り
、踊
り
を
構
成
し
ま
す
。大
き
な

飾
り
を
背
負
っ
た
踊
り
は
全
国
に
も
い
く
つ

か
見
ら
れ
ま
す
が
、長
崎
・
佐
賀
地
方
で
は

非
常
に
珍
し
く
、ま
た
、踊
り
の
テ
ン
ポ
や
所

作
な
ど
か
ら
も
、他
の
２
つ
の
踊
り
と
同
様
、

５
０
０
年
前
の
戦
国
時
代
の
踊
り
の
形
を
良

く
残
し
て
い
ま
す
。

　

早
く
か
ら
文
化
財
指
定
に
力
を
注
い

で
き
た
黒
丸
踊
保
存
会
。市
内
の
み
な

ら
ず
、県
外
、海
外
で
も
公
演
し
て
き
ま

し
た
。「
歴
代
先
輩
の
願
い
が
叶
い
感
無

量
。関
係
者
の
皆
さ
ん
に
感
謝
し
て
い

る
。指
定
を
き
っ
か
け
に
、こ
の
地
域
の

宝
が
永
遠
に
続
き
、さ
ら
に
は
発
展
で

き
る
よ
う
継
承
し
て
い
く
。そ
れ
が
私
た

ち
の
使
命
。」と
会
長
の
陳
内
さ
ん
。

祭
り
や
イ
ベ
ン
ト
な
ど
で

年
に
数
回
奉
納
さ
れ
る
黒

丸
踊
。大
花
輪
の
下
に
入

る
と
幸
福
が
訪
れ
る
と
の

言
い
伝
え
が
あ
り
ま
す
。

黒丸踊保存会

会長  
陳内　忠さん

大
花
輪
は
す
べ
て
手
作
り

で
、４
年
に
１
度
新
調
。老

人
会
な
ど
地
域
の
皆
さ
ん

が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
制
作

し
て
い
ま
す
。

長
崎
空
港
入
口
に
あ
る

「
黒
丸
お
ど
り
像
」。夜
間

は
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
、空

の
玄
関
口
大
村
を
強
く
印

象
づ
け
て
い
ま
す
。

  

な
ぎ
な
た
と
刀
が

     

融
合
す
る
珍
し
い
踊
り

﹇
お
き
た
お
ど
り
﹈

﹇
小
太
刀
﹈

﹇
長
刀
﹈

沖
田
踊

　

長
刀
と
小
太
刀
が
向
か
い
合
っ
て
、切
り

合
う
様
子
を
表
し
た
踊
り
で
、別
名
「
な
ぎ

な
た
踊
り
」と
呼
ば
れ
ま
す
。棒
踊
の
一
種
で

す
が
、長
刀
と
小
太
刀
で
行
う
踊
り
は
珍
し

く
、ま
た
、踊
り
の
テ
ン
ポ
も
ゆ
っ
く
り
で
、

中
世
の
踊
り
の
形
を
良
く
残
し
て
い
ま
す
。

　

住
宅
が
増
え
、人
口
は
昔
の
約
５
倍

に
な
っ
た
沖
田
町
。そ
れ
で
も
踊
り
手
の

人
集
め
に
は
苦
労
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

「
沖
田
の
名
が
付
く
も
の
が
国
指
定
と

な
る
こ
と
に
誇
り
を
感
じ
る
。こ
れ
か
ら

は
後
継
者
育
成
が
不
可
欠
。地
域
の
皆

さ
ん
と
協
力
体
制
を
整
え
、永
遠
に
沖

田
踊
の
伝
統
が
続
く
よ
う
、継
承
に
努

め
て
い
き
た
い
。」と
会
長
の
柴
田
さ
ん
。

縁
起
の
良
い
鶴
と
亀
、松

を
あ
し
ら
っ
た
傘
鉾
。地
域

の
協
力
で
、沖
田
町
公
民

館
の
屋
根
裏
に
は
専
用
の

格
納
庫
が
あ
り
ま
す
。

沖田踊保存会

会長  
柴田 忠孝さん

昭
和
50
年
に
復
活
し
た
沖

田
踊
。三
踊
の
輪
番
で「
花

菖
蒲
ま
つ
り
」「
お
お
む
ら

秋
ま
つ
り
」で
披
露
さ
れ

ま
す
。

中
学
生
の「
長
刀
」と
、小

学
生
の「
小
太
刀
」が
し
な

や
か
に
演
舞
。お
互
い
に

向
き
合
っ
て
刀
を
打
ち
合

わ
せ
て
踊
り
ま
す
。

﹇
小
太
刀
﹈

刀
﹈

﹇
手
踊

特集
大村の郡三踊［黒丸踊］

特集
大村の郡三踊［沖田踊］
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大
花
輪
が
揺
れ
る

     

勇
壮
で
華
や
か
な
舞
い

﹇
く
ろ
ま
る
お
ど
り
﹈

﹇
手
踊
り
﹈

黒
丸
踊

　

直
径
約
５
メ
ー
ト
ル
、重
さ
約
60
キ
ロ
を

超
す
４
つ
の
大
花
輪
と
、２
つ
の
大
旗
が
太

鼓
を
叩
き
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
と
踊
る
勇
壮
な

踊
り
。中
央
に
は
、子
ど
も
た
ち
の
手
踊
り

が
加
わ
り
、踊
り
を
構
成
し
ま
す
。大
き
な

飾
り
を
背
負
っ
た
踊
り
は
全
国
に
も
い
く
つ

か
見
ら
れ
ま
す
が
、長
崎
・
佐
賀
地
方
で
は

非
常
に
珍
し
く
、ま
た
、踊
り
の
テ
ン
ポ
や
所

作
な
ど
か
ら
も
、他
の
２
つ
の
踊
り
と
同
様
、

５
０
０
年
前
の
戦
国
時
代
の
踊
り
の
形
を
良

く
残
し
て
い
ま
す
。

　

早
く
か
ら
文
化
財
指
定
に
力
を
注
い

で
き
た
黒
丸
踊
保
存
会
。市
内
の
み
な

ら
ず
、県
外
、海
外
で
も
公
演
し
て
き
ま

し
た
。「
歴
代
先
輩
の
願
い
が
叶
い
感
無

量
。関
係
者
の
皆
さ
ん
に
感
謝
し
て
い

る
。指
定
を
き
っ
か
け
に
、こ
の
地
域
の

宝
が
永
遠
に
続
き
、さ
ら
に
は
発
展
で

き
る
よ
う
継
承
し
て
い
く
。そ
れ
が
私
た

ち
の
使
命
。」と
会
長
の
陳
内
さ
ん
。

祭
り
や
イ
ベ
ン
ト
な
ど
で

年
に
数
回
奉
納
さ
れ
る
黒

丸
踊
。大
花
輪
の
下
に
入

る
と
幸
福
が
訪
れ
る
と
の

言
い
伝
え
が
あ
り
ま
す
。

黒丸踊保存会

会長  
陳内　忠さん

大
花
輪
は
す
べ
て
手
作
り

で
、４
年
に
１
度
新
調
。老

人
会
な
ど
地
域
の
皆
さ
ん

が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
制
作

し
て
い
ま
す
。

長
崎
空
港
入
口
に
あ
る

「
黒
丸
お
ど
り
像
」。夜
間

は
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
、空

の
玄
関
口
大
村
を
強
く
印

象
づ
け
て
い
ま
す
。

  

な
ぎ
な
た
と
刀
が

     

融
合
す
る
珍
し
い
踊
り

﹇
お
き
た
お
ど
り
﹈

﹇
小
太
刀
﹈

﹇
長
刀
﹈

沖
田
踊

　

長
刀
と
小
太
刀
が
向
か
い
合
っ
て
、切
り

合
う
様
子
を
表
し
た
踊
り
で
、別
名
「
な
ぎ

な
た
踊
り
」と
呼
ば
れ
ま
す
。棒
踊
の
一
種
で

す
が
、長
刀
と
小
太
刀
で
行
う
踊
り
は
珍
し

く
、ま
た
、踊
り
の
テ
ン
ポ
も
ゆ
っ
く
り
で
、

中
世
の
踊
り
の
形
を
良
く
残
し
て
い
ま
す
。

　

住
宅
が
増
え
、人
口
は
昔
の
約
５
倍

に
な
っ
た
沖
田
町
。そ
れ
で
も
踊
り
手
の

人
集
め
に
は
苦
労
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

「
沖
田
の
名
が
付
く
も
の
が
国
指
定
と

な
る
こ
と
に
誇
り
を
感
じ
る
。こ
れ
か
ら

は
後
継
者
育
成
が
不
可
欠
。地
域
の
皆

さ
ん
と
協
力
体
制
を
整
え
、永
遠
に
沖

田
踊
の
伝
統
が
続
く
よ
う
、継
承
に
努

め
て
い
き
た
い
。」と
会
長
の
柴
田
さ
ん
。

縁
起
の
良
い
鶴
と
亀
、松

を
あ
し
ら
っ
た
傘
鉾
。地
域

の
協
力
で
、沖
田
町
公
民

館
の
屋
根
裏
に
は
専
用
の

格
納
庫
が
あ
り
ま
す
。

沖田踊保存会

会長  
柴田 忠孝さん

昭
和
50
年
に
復
活
し
た
沖

田
踊
。三
踊
の
輪
番
で「
花

菖
蒲
ま
つ
り
」「
お
お
む
ら

秋
ま
つ
り
」で
披
露
さ
れ

ま
す
。

中
学
生
の「
長
刀
」と
、小

学
生
の「
小
太
刀
」が
し
な

や
か
に
演
舞
。お
互
い
に

向
き
合
っ
て
刀
を
打
ち
合

わ
せ
て
踊
り
ま
す
。

﹇
小
太
刀
﹈

刀
﹈

﹇
手
踊

特集
大村の郡三踊［黒丸踊］

特集
大村の郡三踊［沖田踊］
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