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『
万
葉
集
』
の
国
際
性 

奈
良
県
立
万
葉
文
化
館 

井
上
さ
や
か 

現
在
の
明
日
香
村
は
、
近
世
日
本

の
里
山
の
暮
ら
し
を
彷
彿
さ
せ
る
の
ど

か
な
風
景
で
知
ら
れ
、
訪
れ
る
人
の

郷
愁
を
誘
い
ま
す
。
し
か
し
、
飛
鳥
時

代
に
は
、
歴
代
の
天
皇
宮
が
営
ま
れ

た
政
治
や
文
化
の
中
心
地
で
し
た
。 

古
代
の
日
本
語
は
、
世
界
の
多
く
の

言
語
と
同
じ
よ
う
に
、
独
自
の
文
字

を
持
た
ず
口
承
で
形
成
さ
れ
ま
し
た
。

当
時
は
ま
だ
ひ
ら
が
な
や
カ
タ
カ
ナ

が
発
明
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
外

国
語
の
文
字
で
あ
っ
た
漢
字
を
利
用

し
て
書
き
記
さ
れ
ま
し
た
。
万
葉
歌

も
、
本
来
は
す
べ
て
漢
字
で
書
か
れ
て

い
ま
す
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
書
き
方

で
す
。 飛

鳥
明
日
香
能
里
乎
置
而
伊
奈 

婆
君
之
當
者
不
所
見
香
聞
安
武 

 

現
代
の
テ
キ
ス

ト
で
は
、
次
の
よ

う
に
漢
字
と
ひ
ら

が
な
を
交
え
て
書

き
表
さ
れ
る
場
合

が
多
い
か
と
思
い

ま
す
。 

飛
鳥
の
明
日
香
の
里
を
置
き
て
去

な
ば
君
が
あ
た
り
は
見
え
ず
か
も

あ
ら
む
（
巻
一
・
七
八
番
歌
） 

こ
の
歌
の
冒
頭
部
は
、
「飛
鳥
明
日

香
」 
と
書
い
て
ト
ブ
ト
リ
（ノ
）ア
ス
カ

と
読
め
ま
す
。
現
代
で
は 

「
飛
鳥
」  

も 

「明
日
香
」 

も
ア
ス
カ
と
読
む
こ

と
に
違
和
感
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、

本
来 

「飛
」 

字
に
も 

「鳥
」 

字
に

も
、
ア
や
ス
や
カ
の
音
訓
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
な
の
に 

「
飛
鳥
」 
と
い
う

文
字
列
に
な
っ
た
途
端
、
ア
ス
カ
と
読

め
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
そ
れ
は
、
ト
ブ

ト
リ 

（
ノ
） 

ア
ス
カ
と
い
う
歌
の
表

現
が
、
決
ま
り
文
句
の
よ
う
に
定
着

し
て
初
め
て
可
能
と
な
り
ま
し
た
。
ト

ブ
ト
リ
と
い
え
ば
ア
ス
カ
の
地
が
連
想

さ
れ
る
ま
で
に
共
通
認
識
が
形
成
さ

れ
て
い
な
け
れ
ば
、
「
飛
鳥
」
と
い
う

地
名
表
記
は
成
り
立
た
な
か
った
と
み

ら
れ
ま
す
。
ち
な
み
に 

『
万
葉
集
』 

で
は
地
名
ア
ス
カ
は 

「明
日
香
」 

と

書
く
場
合
が
多
い
で
す
が
、
『古
事
記
』

や 

『
日
本
書
紀
』 

で
は 

「
飛
鳥
」  

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ど
ち
ら
も
間
違

い
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
が
古
い
と
も
い

え
ま
せ
ん
。 

ま
た
、
こ
の
歌
に
は 

「
能
」 

「乎
」

や
「伊
奈
婆
」 

「香
聞
安
良
武
」
な
ど
、

後
世
の
ひ
ら
が
な
の
よ
う
に
一
字
で

一
音
を
記
す
箇
所
も
あ
れ
ば
、
漢
文

の
語
順
を
採
用
し
て
「不
所
見
」
と
記

す
箇
所
も
あ
り
ま
す
。 

一
方
、
『万
葉
集
』 

に
お
い
て

歌
の
前
に
書
か
れ
る
題
詞
や
左

側
に
書
か
れ
る
左
注
は
、
原
則

と
し
て
古
代
中
国
語
に
基
づ
く

漢
文
体
で
書
か
れ
ま
し
た
。
同

時
代
の
書
物
で
あ
る 

『
古
事

記
』 

や 

『
日
本
書
紀
』 

も
、

漢
文
体
だ
け
で
な
く
漢
文
に
基

づ
き
な
が
ら
も
古
代
日
本
語
を

書
き
記
す
た
め
に
変
容
し
た
倭

文
体
や
、
一
字
一
音
で
記
す
部

分
な
ど
が
あ
り
ま
す
。 

こ
う
し
た
古
代
の
文
献
は
書

き
写
さ
れ
る
こ
と
で
現
代
に
伝

わ
って
お
り
奈
良
時
代
の
原
本
は

現
存
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
当
時
の

生
々
し
い
筆
致
は
木
簡
な
ど
で

知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

「飛
鳥
」 

と
書
い
て
ア
ス
カ
と
読
ま

せ
た
現
存
最
古
の
木
簡
は
、
万
葉
文

化
館
の
建
設
に
際
し
て
発
見
さ
れ
た

日
本
初
の
貨
幣
と
い
わ
れ
る
富
本
銭

を
つ
く
って
い
た
飛
鳥
池
遺
跡
か
ら
出

土
し
て
い
ま
す
。
最
古
の 

「
天
皇
」 

木
簡
も
同
様
で
す
。 

富
本
銭
も
国
産
の
書
物
も
、
古
代

東
ア
ジ
ア
の
国
際
社
会
の
中
で
中
央

集
権
国
家
を
目
指
し
て
い
た
天
武
天

皇
に
と
っ
て
、
重
要
な
施
策
の
ひ
と
つ

だ
った
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

第
二
十
七
号 

万葉集（写本）江戸時代 奈良県立万葉文化館蔵 
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八
雲
琴

や

く

も

こ

と 
夏
休
み
の
学
童
保
育
の 

こ
ど
も
た
ち
と
八
雲
琴 

八
雲
琴
代
表 
杉
藤
榮
子 

四
年
間
の
コ
ロ
ナ
禍
で
お
稽
古
を

休
止
し
て
い
た
り
、
小
学
校
で
八
雲

琴
の
演
奏
や
、
練
習
の
機
会
が
減
っ

た
り
し
た
こ
と
も
あ
り
、 

「
八
雲
琴
を
習
っ
て
く
れ
る
小
学 

生
が
い
な
い
」 

こ
の
危
機
的
な
現
状
を
な
ん
と
か
し

た
い
と
私
た
ち
は
考
え
て
い
ま
し
た
。 

そ
こ
で
夏
休
み
に
小
学
校
の
学
童

保
育
の
児
童
に
八
雲
琴
に
ま
ず
触
れ

て
も
ら
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。 

教
育
委
員
会
の
方
や
学
童
保
育
の

先
生
達
の
協
力
で
八
月
七
日
、
二
十

一
日
、
三
十
日
の
三
回
実
施
し
ま
し

た
。 私

た
ち
の
演
奏
の
後
八
雲
琴
の
説

明
を
し
て
、
八
雲
琴
を
弾
き
始
め
る

と
、
こ
ど
も
た
ち
は
暑
い
中
、
一
生

懸
命
練
習
し
て
く
れ
ま
し
た
。
一
回

目
、
二
回
目
、
三
回
目
と
続
く
に
つ

れ
て
練
習
を
楽
し
み
に
し
て
来
て
い

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。 

二
学
期
に
入
り
、
土
曜
日
の
稽
古

に
参
加
し
て
く
れ
る
こ
ど
も
た
ち
も

い
て
嬉
し
く
思
い
ま
す
。 

こ
れ
か
ら
も
こ
ど
も
た
ち
に
八
雲

琴
に
触
れ
て
も
ら
う
機
会
を
作
っ
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

明
日
香
小
学
校
の 

参
加
児
童
の
感
想
文(

抜
粋
） 

 
 
 
 

一
年
生 

い
し
だ
か
ず
ま 

た
の
し
か
っ
た
。
な
ら
い
た
い
。 

た
の
し
か
っ
た
。ま
た
な
ら
い
た
い
。 

一
年
生 

窪
田
愛 ま

花 な 
は
じ
め
て
だ
っ
た
け
ど
、
か
ん
た

ん
で
、
お
こ
と
を
な
ら
い
た
く
な
り

ま
し
た
。 

二
年
生 
中
井
は
じ
め 

む
ず
か
し
い
。 

二
年
生 

松
本
颯
来

そ

ら 

み
じ
か
い
じ
か
ん
だ
っ
た
け
ど
、

い
ろ
ん
な
き
ょ
く
が
ひ
け
ま
し
た
。

さ
い
し
ょ
は
「
さ
く
ら
さ
く
ら
」
今

日
は
「
虫
の
こ
え
」
を
し
ま
し
た
。

ま
た
で
き
る
と
う
れ
し
い
で
す
。 

今
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

今
日
の
こ
と
は
い
つ
も
の
ば
い
い

じ
ょ
う
、
た
の
し
か
っ
た
で
す
。 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

二
年
生 

堀
部
花
琳 

お
ね
え
ち
ゃ
ん
と
い
っ
し
ょ
に
お

こ
と
が
で
き
て
、
う
れ
し
か
っ
た
で

す
。
す
ご
く
た
の
し
か
っ
た
で
す
。

お
こ
と
を
な
ら
い
た
い
で
す
。
お
こ

と
の
「
さ
く
ら
と
虫
の
こ
え
」
が
で

き
て
た
の
し
か
っ
た
。み
ん
な
と
い
っ

し
ょ
に
で
き
て
よ
か
っ
た
。 

三
年
生 

石
田 

陸 

ぼ
く
は
２
回
し
か
や
れ
な
か
っ
た

け
れ
ど
、す
ご
く
楽
し
か
っ
た
で
す
。 

五
年
生 

山
本
あ
い
か 

二
人
の
お
姉
さ
ん
が
、
笑
顔
で
教

え
て
く
れ
て
、
す
ご
く
う
れ
し
か
っ

た
で
す
。「
さ
く
ら
さ
く
ら
」
と
「
虫

の
声
」
を
ほ
と
ん
ど
ひ
け
て
、
す
ご

く
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。
少
し
不
安

だ
っ
た
け
ど
、
フ
ォ
ロ
ー
し
て
く
れ

て
う
れ
し
か
っ
た
。
土
曜
日
も
習
い

に
行
き
た
い
な
と
思
い
ま
し
た
。 

五
年
生 

皆
己
奈
緒 

私
は
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
っ

た
ら
、
元
気
よ
く
明
る
く
教
え
て
く

れ
て
、
と
て
も
会
話
が
ふ
え
た
し
、

ま
た
習
い
た
い
な
と
思
い
ま
し
た
。

そ
し
て
、
琴
を
も
っ
と
大
好
き
に
な

り
ま
し
た
。
琴
は
歴
史
が
深
い
ん
だ

な
、
と
思
い
ま
し
た
。
私
は
家
で
、

ピ
ア
ノ
や
ギ
タ
ー
や
ド
ラ
ム
の
音
が

な
る
マ
ッ
ト
で
、
ひ
ま
な
時
は
ひ
い

た
り
し
て
い
ま
す
。
ま
た
テ
ニ
ス
が

な
い
時
は
習
い
に
行
き
た
い
と
思
い

ま
す
。そ
し
て
、教
え
て
く
だ
さ
り
、

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

奈良ちとせ祝
ほ

ぐ寿
ほ

ぐまつり２０２４（大立山まつり） 
於・平城京跡朱雀門ひろば 令和６年１月２７日 
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令
和
五
年
度
聖
徳
中
学
校
総
合
学
習

「
明
日
香
学
」
の
中
学
三
年
生
よ
り 

堀
江
真
由 

私
が
初
め
て
八
雲
琴
に
ふ
れ
た
の

は
小
学
校
の
ク
ラ
ブ
に
入
っ
た
と
き

で
し
た
。
そ
の
時
は
八
雲
琴
の
存
在

す
ら
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
見
た
と

き
は
二
本
の
絃
で
音
が
で
る
の
か
な

と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
弾
い
て
み

る
と
、
も
の
す
ご
く
た
く
さ
ん
の
き

れ
い
な
音
が
鳴
り
驚
き
ま
し
た
。
そ

し
て
楽
譜
を
渡
さ
れ
た
と
き
は
カ
タ

カ
ナ
ば
か
り
で
、
難
し
い
か
な
と
思

い
ま
し
た
が
、
先
生
方
の
指
導
の
も

と
、
曲
が
弾
け
る
よ
う
に
な
っ
た
時

は
う
れ
し
い
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
も
た
く
さ
ん
の
曲
を
演
奏

で
き
る
よ
う
に
な
り
、
舞
台
に
初
め

て
上
が
っ
た
と
き
は
緊
張
と
と
も
に
、

ど
ん
な
響
き
に
な
る
の
か
と
い
う
楽

し
さ
も
あ
り
ま
し
た
。
演
奏
の
景
色

は
今
で
も
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。 

最
後
に
二
年
間
八
雲
琴
を
教
え
て

下
さ
り
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

こ
れ
か
ら
も
八
雲
琴
を
習
い
に
行

く
の
で
御
指
導
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

ま
す
。 

福
井
萌
桃 

拝
啓 
厳
し
い
寒
さ
の
中
、
冬
の
ひ

だ
ま
り
が
こ
と
の
ほ
か
暖
か
く
感
じ

ら
れ
る
歳
末
の
候
、
い
か
が
お
過
ご

し
で
す
か
。 

昨
年
に
引
き
続
き
、
本
年
度
も
ご

指
導
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
初
め
の
頃
は
楽
譜
を
追
う

こ
と
に
精
一
杯
で
、
ま
と
も
に
曲
を

弾
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。 

し
か
し
こ
の
二
年
間
で
詩
を
唄
い

な
が
ら
弾
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
こ
れ
も
ひ
と
え
に
先

生
方
の
温
か
い
ご
指
導
の
賜
物
と
心

か
ら
感
謝
い
た
し
ま
す
。 

見
識
の
な
い
状
態
で
始
め
た
の
で

つ
い
て
い
け
る
の
か
、
と
て
も
心
配

に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
独

特
な
弾
き
方
の
記
号
に
は
最
後
ま
で

頭
を
悩
ま
せ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

楽
譜
が
読
め
な
い
の
は
最
初
か
ら
の

悩
み
で
、マ
と
ハ
の
区
別
が
つ
か
ず
、

音
程
で
考
え
て
い
ま
し
た
。
何
度
も

弾
く
こ
と
で
、
楽
譜
を
覚
え
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
、
最
終
的
に
は
、
ほ

ぼ
完
璧
に
弾
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
あ
の
時
の
達
成
感
は
言
い
表
わ

せ
ま
せ
ん
。
自
分
で
も
成
長
し
た
な

と
思
い
ま
し
た
。 

初
め
て
の
ス
テ
ー
ジ
、
緊
張
し
す

ぎ
て
何
も
覚
え
て
い
ま
せ
ん
。
周
り

の
人
は
弾
け
る
の
に
、
私
だ
け
・
・
・

そ
う
い
う
あ
せ
り
が
、
私
の
心
の
多

く
を
占
め
ま
し
た
。 

最
後
の
舞
台
、
聖
中
祭
で
の
発
表

は
と
て
も
心
に
残
っ
て
い
ま
す
。 

二
人
だ
け
の
ス
テ
ー
ジ
、
と
て
も

心
も
と
な
く
感
じ
て
い
ま
し
た
。 

「
始
ま
っ
て
し
ま
え
ば
、
い
つ
か
は

終
わ
る
。」 

真
由
と
そ
う
励
ま
し
合
い
な
が
ら
、

本
番
を
迎
え
ま
し
た
。発
表
が
終
わ
っ

た
後
に
は
、
こ
の
上
な
い
充
実
感
を

覚
え
な
が
ら
、
お
互
い
に
称
賛
し
合

い
ま
し
た
。
舞
台
を
降
り
る
と
、
多

く
の
人
に
褒
め
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

初
め
て
の
舞
台
か
ら
は
、
考
え
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
光
景
だ
っ
た
の

で
、
本
当
に
嬉
し
か
っ
た
で
す
。 

先
生
方
に
も
「
良
か
っ
た
よ
」
と

言
っ
て
も
ら
え
て
、頑
張
っ
て
よ
か
っ

た
な
と
思
い
ま
し
た
。 

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
二
年

間
、
優
し
く
時
に
は
厳
し
く
、
ご
指

導
く
だ
さ
り
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
当
初
で
は
考
え
ら
れ
な
い

ほ
ど
、
楽
し
く
八
雲
琴
を
弾
く
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

こ
れ
か
ら
、
よ
り
寒
い
時
期
を
迎

え
ま
す
が
、
ど
う
か
体
に
は
お
気
を

付
け
く
だ
さ
い
。 

略
儀
な
が
ら
書
中
を
も
っ
て
御
礼

申
し
上
げ
ま
す
。 

敬
具 

令
和
五
年
一
二
月
十
二
日 

定例公演（県立万葉文化館）令和５年６月１７日 

明日香村文化祭芸能大会 
令和５年１２月２２日 

八
雲
琴
の
公
演
予
定
は
、
下 

の
コ
ー
ド
を
ス
マ
ホ
の
カ
メ
ラ 

で
読
み
取
って
ご
覧
く
だ
さ
い
。 



明日香村伝承芸能保存会 第 27 号（令和６年５月発行） https://densyo.asuka.page 

四 

 

明
日
香
の
響
き
保
存
会 

研
修
旅
行
に
参
加
し
て 

丸
三
ハ
シ
モ
ト
株
式
会
社 

 

上
西
美
穂 

日
々
何
気
な
く
演
奏
し
て
い
る
お

琴
の
絃
が
、
ほ
ぼ
手
作
業
に
よ
っ
て

作
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
驚
き
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
機
械
も
使
用
し
ま
す
が
、

使
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
人
の
手
に

よ
っ
て
調
整
・
修
正
が
さ
れ
て
お
り
、

完
全
に
機
械
任
せ
で
は
な
い
の
で
す
。 

 

そ
し
て
、
絃
の
染
色
や
検
品
等
の

技
術
面
に
驚
く
面
も
多
数
あ
り
ま
し

た
が
、
今
現
在
、
蚕
の
飼
育
を
し
て

い
る
方
が
減
っ
て
い
る
中
、
化
学
繊

維
に
す
れ
ば
音
が
変
わ
っ

て
し
ま
う
た
め
、変
わ
ら
ず

蚕
の
繭
か
ら
作
っ
て
く
だ

さ
っ
て
い
る
点
や
、機
械
に

任
せ
れ
ば
効
率
が
よ
く
、人

手
も
少
な
く
済
む
中
、
大

量
生
産
に
よ
り
、
絃
を
保

管
す
る
時
間
が
長
く
な
っ

て
し
ま
い
、劣
化
し
て
し
ま

う
こ
と
を
避
け
る
た
め
、作

る
量
を
調
整
し
、常
に
新
し

い
絃
を
提
供
し
よ
う
と
し
、

た
だ
作
る
だ
け
で
な
く
、そ

の
後
の
使
い
手
の
こ
と
も

考
え
、
一
本
一
本
真
心
を

込
め
て
作
っ
て
い
た
だ
い

て
い
る
こ
と
に
、と
て
も
感

銘
を
受
け
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
先
、

改
め
て
職
人
の
方
々
へ
感
謝
の
気
持

ち
を
募
ら
せ
つ
つ
、
よ
り
一
層
気
持

ち
を
込
め
て
演
奏
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
し
た
。 

多
賀
大
社 

私
た
ち
は
八
雲
琴
を
演
奏
す
る
前

に
、｢

イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ 

(

一

礼)

、
ス
サ
ノ
オ
・
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
・

ス
セ
リ 

(

一
礼)

、
イ
ツ
ク
シ
マ
の

ベ
ン
ザ
イ
テ
ン
ニ
ョ
・
カ
シ
マ
の
ギ

ゲ
イ
テ
ン
ニ
ョ 

(

一
礼)｣ 

と
唱
え
、
計
三
回
礼
を
し
ま
す
。
こ

れ
は
「
三
礼
」
と
呼
ば
れ
、
上
手
に

演
奏
で
き
る
よ
う
に
、
願
い
な
が
ら

行
う
も
の
な
の
で
す
が
、
多
賀
大
社

は
こ
の
三
礼
に
出
て
く
る
神
様
の
う

ち
、
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
を
祀
っ

て
い
る
多
賀
神
社
の
総
本
社
で
あ
る

た
め
、私
た
ち
は
足
を
運
び
ま
し
た
。

と
て
も
大
き
く
立
派
な
神
社
で
は
あ

り
ま
し
た
が
、
今
は
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ

ザ
ナ
ミ
を
大
々
的
に
お
祀
り
し
て
い

る
時
期
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、
残

念
な
が
ら
ど
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
、

見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。
し
か
し
と
て
も
穏
や
か
な
心
地

の
良
い
場
所
で
あ
っ
た
た
め
、
今
は

奉
納
演
奏
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
ま
た
機
会
が
あ
れ
ば
、

ぜ
ひ
奉
納
演
奏
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
し
た
。 

 

明
日
香
村
伝
承
芸
能
保
存
会 

「
定
例
公
演
」
日
程 

四
・
五
・
六
・
九
・
十
・
十
一
月
の 

各
土
曜
日
に
公
演 

時
間 

13
時
半
～
14
時
15
分 

万
葉
朗
唱 

第
二
土
曜
日 

（
県
立
万
葉
文
化
館
玄
関
前
） 

 

練
習
日
・
毎
月
第
一
木
曜
日 

13
時
半
～
15
時
半 

（
中
央
公
民
館
）
二
階
研
修
室

練
習
の
参
加
は
無
料
で
す
。 

八
雲
琴 

第
三
土
曜
日 

（
県
立
万
葉
文
化
館
内
ロ
ビ
ー
） 

南
無
天
踊
り 

第
四
土
曜
日 

（
県
立
万
葉
文
化
館
玄
関
前
） 

飛
鳥
蹴
鞠 

不
定
期 

（
高
松
塚
公
園
・
石
舞
台
公
園
） 

多賀大賀大社 令和５年１０月３１日 

丸三ハシモト株式会社令和５年１０月３日 
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飛
鳥

あ

す

か

蹴
鞠

け

ま

り 
銅 ど 

鑼 ら  
 
 
 

服
部
光
晴 

銅
鑼
は
銅
と
錫
の
合
金
で
で
き
て

い
ま
す
。
日
本
で
は
佛
教
の
お
祈
り

や
、
船
の
出
航
時
の
合
図
に
も
打
ち

鳴
ら
さ
れ
ま
す
。
飛
鳥
蹴
鞠
で
は
発

足
以
来
「
古
代
の
音
」
に
つ
い
て
考

え
て
き
ま
し
た
。
文
化
協
会
の
先
輩

方
に
は
ほ
ら
貝
で
協
力
を
頂
い
て
い

ま
し
た
が
、
ほ
ら
貝
は
唐
代
に
日
本

へ
伝
え
ら
れ
山
岳
仏
教
で
山
伏
が
山

中
で
野
獣
を
追
い
出
す
為
と
、
魔
を

避
け
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
と
い
わ

れ
、時
代
的
に
も
差
異
が
あ
る
た
め
、

飛
鳥
蹴
鞠
と
し
て
は
他
の
「
音
」
を

模
索
す
る
こ
と
と
な
り
銅
鑼
を
思
い

つ
き
ま
し
た
。 

二
○
○×

年
七
月
二
十
一
日
、学
生

時
代
通
学
の
為
乗
っ
て
い
た
懐
か
し

の
近
鉄
京
都
線
で
東
寺
へ
。
云
う
ま

で
も
な
く
東
寺
の
弘
法
市
会
場
へ
。

猛
暑
の
中
境
内
に
は
食
品
、日
用
品
、

衣
類
、
瀬
戸
物
、
生
花
な
ど
、
所
狭

し
と
置
か
れ
、
多
く
の
お
客
様
で
大

混
雑
。
暫
く
し
て
お
目
当
て
の
銅
鑼

を
見
つ
け
ま
し
た
。
宇
治
市
か
ら
着

て
い
る
古
物
商
で
世
界
各
地
を
渡
り

歩
い
て
は
目
ぼ
し
い
も
の
を
買
い
集

め
て
い
る
そ
う
。 

飛
鳥
蹴
鞠
の
事
を
伝
え
る
と
、
そ

れ
は
い
い
こ
と
だ
と
賛
同
し
て
も
ら

い
幾
分
か
お
安
く
し
て
も
ら
っ
た
。

そ
の
後
も
彼
に
は
こ
う
し
て
蹴
鞠
の

活
動
に
使
っ
て
い
る
と
伝
え
、
改
め

て
、
行
く
べ
き
舞
台
へ
も
ら
わ
れ
て

良
か
っ
た
と
言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。 

銅
鑼
は
そ
の
後
、
我
々
メ
ン
バ
ー

と
共
に
旅
を
し
ま
し
た
。
扶
余
文
化

祭
に
招
か
れ
渡
韓
、
サ
ッ
カ
ー
が
国

技
の
お
国
柄
、
蹴
鞠
は
大
変
好
評
で

し
た
。
役
場
の
事
情
で
、
団
と
別
行

動
と
な
っ
た
文
化
協
会
東
謙
吉
会
長

と
服
部
、
ク
ド
レ
広
場
の
公
演
後
東

先
生
と
の
珍
道
中
が
始
ま
り
ま
し
た
。 

夕
食
は
ク
ド
レ
広
場
に
ほ
ど
近
い

食
堂
、
片
言
の
ハ
ン
グ
ル
で
明
日
香

村
か
ら
来
た
と
い
う
と
店
内
の
皆
さ

ん
か
ら 

「
ア
ン
二
オ
ン 

ア
ン
二
オ
ン
」と

歓
迎
さ
れ
、
店
か
ら
あ
れ
も
こ
れ
も

と
、
料
金
以
上
の
料
理
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
宿
は
オ
ン
ド
ル
部
屋
、
ほ
っ

こ
り
と
し
た
変
わ
っ
た
体
験
で
し
た
。 

 

翌
日
は
、
扶
余
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル

か
ら
修
徳
寺
へ
、
飛
鳥
寺
と
は
姉
妹

寺
院
で
、
飛
鳥
寺
さ
ん
の
訪
問
に
同

行
さ
せ
て
も
ら
っ
た
こ
と
も
あ
り
、

御
住
職
に
も
ご
挨
拶
申
し
上
げ
ま
し

た
。
境
内
博
物
館
に
は
飛
鳥
特
設

コ
ー
ナ
ー
が
あ
り
、
飛
鳥
寺
や
飛
鳥

の
事
が
展
示
し
て
あ
り
ま
す
。 

ソ
ウ
ル
へ
は
国
鉄
虹
橋
駅
か
ら
準

急
・
立
ち
席
で
ソ
ウ
ル
へ
、
途
中
、

世
界
遺
産
で
有
名
な
水
原
華
城
見
学

の
為
途
中
下
車
、
駅
前
で
高
齢
の
女

性
が
日
本
人
と
知
る
や
声
を
か
け
て

こ
ら
れ
ま
し
た
。
戦
前
、
奈
良
女
高

師
に
在
籍
し
て
い
た
と
か
で
そ
の
後
、

親
切
に
も
華
城
を
案
内
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。ソ
ウ
ル
市
内
経
由
仁
川
・

関
西
空
港
明
日
香
村
と
銅
鑼
を
背

お
っ
て
無
事
帰
国
し
ま
し
た
。 

謙
吉
先
生
と
は
、
私
の
高
校
時
代

に
生
物
を
受
講
。
三
年
で
受
験
科
目

に
無
い
ク
ラ
ス
で
、
そ
れ
を
承
知
で

Ｄ
Ｎ
Ａ
の
事
を
模
型
を
示
し
な
が
ら

授
業
を
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
当
時
科

学
の
世
界
で
最
新
情
報
に
な
っ
て
い

て
、
さ
す
が
に
内
職
す
る
も
の
が
無

く
な
っ
た
こ
と
で
し
た
。
先
生
と
蹴

鞠
で
は
石
舞
台
で
の
初
披
露
、
鞠
の

恩
人
・
信
濃
蹴
鞠
の
会
井
澤
篤
巳
氏

宅
へ
の
お
礼
の
訪
問
に
も
御
一
緒
い

た
だ
き
ま
し
た
。 

 

話
を
銅
鑼
に
戻
し
、
中
国
戦
国
時

代
、
兵
士
の
統
率
の
為
太
鼓
と
共
に

用
い
ら
れ
ま
し
た
。 

【
尉
繚
子
：
第
十
八 

勒
卒
令
】
に

よ
れ
ば
兵
を
統
率
す
る
た
め
に
は
金
・

鼓
・
鈴
・
旗
が
あ
り
、
鼓
と
は
太
鼓

進
軍
を
、
金
は
銅
鑼
の
事
で
撤
退
の

為
打
つ
。
鈴
は
伝
令
の
た
め
。
旗
は

振
る
方
向
で
進
軍
の
方
向
を
指
し
示

す
。
そ
れ
ぞ
れ
詳
細
な
規
則
が
定
め

ら
れ
て
い
て
、
叛
け
ば
処
刑
す
る
と

も
。
飛
鳥
蹴
鞠
で
は
中
国
伝
来
を
意

識
し
て
こ
の
古
文
書
を
詳
細
に
読
み

解
き
今
後
取
り
入
れ
る
予
定
で
す
。

こ
の
項
漢
文
体
系
よ
り
引
用
。 

 

飛
鳥
蹴
鞠
の
公
演
予
定
は
、
下 

の
コ
ー
ド
を
ス
マ
ホ
の
カ
メ
ラ 

で
読
み
取
って
ご
覧
く
だ
さ
い
。 
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万
葉
朗
唱

ま
ん
よ
う
ろ
う
し
ょ
う 

万
葉
朗
唱
に
出
会
っ
て 

原 

岟
子 

 

私
が
初
め
て
万
葉
朗
唱
に
出
会
っ

た
の
は
五
十
代
の
頃
、
テ
レ
ビ
で
古

代
衣
装
を
着
て
、
額
田
王
に
扮
し
た

方
が
、 

あ
か
ね
さ
す
紫
の
行
き
標
野
行
き 

野
守
は
見
ず
や
君
が
袖
振
る 

 
 
 
 

（
巻
１
・
２
０
）
額
田
王 

の
万
葉
歌
を
ゆ
っ
く
り
と
綺
麗
に
、

と
て
も
ス
テ
キ
に
朗
唱
さ
れ
て
い
る

姿
を
視
聴
し
た
と
き
に
、 

 

あ
あ
、私
も
詠
っ
て
み
た
い
な
ぁ
！

と
思
い
ま
し
た
。 

 

そ
の
後
、
二
十
数
年
あ
ま
り
を
経

て
平
成
二
十
七
年
十
月
に
、
阿
部
山

の
福
本
ト
シ
コ
様
よ
り
、
万
葉
朗
唱

へ
の
お
誘
い
を
受
け
、
入
会
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
か
ら
八
年
に
な
り
ま
す
。 

福
本
様
は
今
年
二
月
に
お
亡
く
な

り
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
心
か
ら
お
悔

や
み
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

私
は
今
年
二
月
に
八
十
七
歳
に
な

り
ま
し
た
。
私
に
と
っ
て
、
万
葉
朗

唱
は
生
き
が
い
の
一
つ
と
な
っ
て
い

ま
す
。 

 

永
年
、
私
は
地
元
の
小
学
校
の
事

務
員
と
し
て
、
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
が
、
平
成
五
年
の
文
化
の

日
に
、
表
彰
状
と
記
念
品
を
頂
き
ま

し
た
。
当
時
ご
健
在
で
あ
っ
た
犬
養

孝
先
生
直
筆
の
色
紙
を
戴
き
ま
し
た

こ
と
で
、
こ
の
歌
が
大
好
き
に
な
り

ま
し
た
。 

明
日
香
川
七
瀬
の
淀
に
住
む
鳥
も 

心
あ
れ
こ
そ
波
立
て
ざ
ら
め 

（
巻
７
・
１
３
６
６
）
作
者
未
詳 

 

そ
の
後
、
朗
唱
す
る
機
会
も
な
く

二
十
年
を
経
て
、
万
葉
朗
唱
に
入
会

し
、
朗
唱
の
練
習
を
し
て
、
明
日
香

村
伝
承
芸
能
保
存
会
主
催
の
定
例
公

演
で
、
こ
の
歌
を
朗
唱
で
き
た
こ
と

は
、
こ
の
上
な
い
喜
び
で
し
た
。 

 

そ
の
頃
、
朝
ド
ラ
「
ま
ん
ぶ
く
」

の
母
親
役
で
出
演
中
の
松
坂
慶
子
さ

ん
が
館
長
様
と
の
ご
縁
で
、
万
葉
文

化
館
へ
来
ら
れ
ま
し
た
時
に
、
学
芸

員
と
万
葉
集
に
つ
い
て
の
ト
ー
ク

シ
ョ
ー
で
、「
万
葉
朗
唱
す
る
と
き
は

大
き
く 

ゆ
っ
く
り
と
、
遠
く
を
見

て
朗
唱
す
る
の
が
良
い
と
思
い
ま
す
。」 

と
、
狂
言
師
の
方
か
ら
教
え
て
い
た

だ
い
た
こ
と
を
、
お
話
し
さ
れ
ま
し

た
。
そ
れ
か
ら
は
元
々
地
声
が
大
き

か
っ
た
の
で
、
ゆ
っ
く
り
と
遠
く
を

見
て
、
朗
唱
す
る
よ
う
に
心
が
け
て

い
る
の
で
す
が
、
遠
く
を
見
て
朗
唱

す
る
と
い
う
こ
と
は
歌
を
覚
え
な
け

れ
ば
で
き
な
い
の
で
、
な
か
な
か
難

し
い
こ
と
で
す
。
私
が
暗
唱
で
き
る

の
は
、
次
の
持
ち
歌
三
首
で
す
。 

明
日
香
川
七
瀬
の
淀
に
住
む
鳥
も 

心
あ
れ
こ
そ
波
立
て
ざ
ら
め 

 

（
巻
７
・
１
３
６
６
）
作
者
未
詳 

巨
勢
山
の
つ
ら
つ
ら
椿
つ
ら
つ
ら
に 

見
つ
つ
思
は
な
巨
勢
の
春
野
を 

 
 
 

（
巻
１
・
５
４
）
坂
門
人
足 

秋
の
野
に
咲
き
た
る
花
を
指
折
り 

か
き
数
ふ
れ
ば
七
草
の
花 

 

（
巻
８
・
１
５
３
７
）
山
上
憶
良 

 

万
葉
集
を
朗
唱
す
る
前
に
、
意
味

を
理
解
し
、
作
者
の
心
情
に
ふ
れ
、

そ
の
人
の
気
持
ち
に
な
っ
て
、
朗
唱

で
き
る
よ
う
に
努
力
し
て
い
ま
す
。 

一
首
の
歌
を
、
何
度
も
朗
唱
を
重

ね
る
こ
と
で
、
次
々
と
自
分
の
持
ち

歌
が
増
え
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。 

 

村
の
芸
能
大
会
や
定
例
公
演
で
、

私
た
ち
の
万
葉
朗
唱
を
見
て
く
だ

さ
っ
た
方
々
が
、
万
葉
朗
唱
に
興
味

を
持
ち
、
明
日
香
村
伝
承
芸
能
保
存

会
の
万
葉
朗
唱
に
入
会
し
て
く
だ
さ

る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。 

 

来
年
は
米
寿
を
迎
え
ま
す
が
、
定

例
公
演
で
、
し
っ
か
り
と
朗
唱
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
よ
う
に
願
っ
て
い

ま
す
。 

 

薬師寺の「持統桜」の前で 

定例公演 令和５年１月５日 

福
本
ト
シ
子
様
は
万
葉
朗
唱
へ
の

厚
い
情
熱
を
お
持
ち
の
お
方
で
し
た
。 

「
練
習
す
る
事
が
何
よ
り
大
切
で
す
」

と
、
何
時
も
お
話
し
さ
れ
ま
し
た
。 

私
た
ち
は
こ
の
お
心
を
引
き
継
ぎ
た
い

と
、
心
に
誓
い
ま
し
た
。 

 

ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

部
員
一
同 

万
葉
朗
唱
の
公
演
予
定
は
、
下 

の
コ
ー
ド
を
ス
マ
ホ
の
カ
メ
ラ 

で
読
み
取
って
ご
覧
く
だ
さ
い
。 
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た
ま
ゆ
ら 

大
津
の
皇
子
残
照 

古
代
民
俗
研
究
所
代
表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
森
亮
尚 

 

奈
良
市
西
の
京
に
あ
る
薬
師
寺
。

法
相
宗
の
大
本
山
で
、
南
都
七
大

寺
の
一
寺
と
し
て
有
名
な
お
寺
で

す
が
、そ
の
境
内
の
片
隅
に
休
岡
若

宮
社
と
い
う
小
さ
な
祠
が
あ
り
、
大

津
皇
子
を
祭
神
と
し
て「
伝
大
津
皇

子
座
像
」
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
も
、

古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
で
は

薬
師
寺
境
内
に
な
ぜ
大
津
皇
子
が

祀
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？ 

 

大
津
の
皇
子
は
天
武
天
皇
の
皇

子
で
す
が
、
母
、
大
田
皇
女
を
幼
い

時
に
亡
く
し
、
同
母
姉
の
大
伯
皇
女

も
少
女
時
代
に
伊
勢
神
宮
に
奉
仕

す
る
伊
勢
斎
宮
に
選
任
さ
れ
て
都

を
離
れ
た
の
で
、
孤
独
な
少
年
時
代

を
送
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。そ
れ

で
も
風
貌
た
く
ま
し
く
、
謙
虚
で
人

柄
も
よ
い
文
武
両
道
の
皇
子
と
な

り
、
漢
詩
集
『
懐
風
藻
』
に
も
四
首

の
漢
詩
と
共
に
そ
の
人
柄
が
賛
美

紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。 

と
こ
ろ
が
朱
鳥
元
年（
六
八
六
）

九
月
に
父
・
天
武
天
皇
が
崩
御
し
、

そ
の
葬
儀
が
営
ま
れ
て
い
る
最
中

に
大
津
皇
子
の
謀
反
が
発
覚
し
、
十

月
三
日
に
自
宅
の
訳
語
田
（
お
さ
だ
・

桜
井
市
戒
重
付
近
）
で
死
を
賜
り
、
夫

人
の
山
野
辺
皇
女
も
髪
を
振
り
乱

し
、
素
足
で
大
津
皇
子
の
後
を
追
い

殉
死
し
、
見
る
者
は
み
な
涙
を
流
し

た
と
『
日
本
書
紀
』
に
記
録
さ
れ
て

い
ま
す
。 

『
万
葉
集
』
に
も
そ
の
時
の
辞
世
の

歌
が
あ
り
、
大
津
皇
子
、
死
を
被
り

し
時
に
、
磐
余
（
い
わ
れ
）
の
池
の
堤
に

し
て
涙
を
流
し
て
作
る
歌
一
首 

も
も
づ
た
ふ
磐
余
の
池
に
鳴
く
鴨
を

今
日
の
み
見
て
や
雲
隠
り
な
む 

 
 
 
 

（
巻
三―

四
一
六
） 

池
に
鳴
く
鴨
を
最
後
に
見
て
、自
分

は
死
ん
で
い
く
の
か
と
い
う
辞
世

の
歌
は
今
も
多
く
の
人
の
心
を
揺

る
が
せ
る
、
二
十
四
歳
と
い
う
若
き

皇
子
の
死
で
し
た
。 

人
柄
の
い
い
皇
子
が
父
の
葬
儀

の
最
中
に
、な
ぜ
謀
反
を
企
て
た
か

に
つ
い
て
は
今
も
解
明
さ
れ
て
い

ま
せ
ん
。
た
だ
、
天
武
天
皇
の
皇
后

で
、
大
津
皇
子
の
母
の
妹
、
大
津
の

叔
母
に
あ
た
る
持
統
天
皇
に
と
っ

て
、
夫
の
崩
後
、
自
分
の
息
子
、
草

壁
皇
子
に
皇
位
継
承
さ
せ
る
計
画

に
、
も
っ
と
も
邪
魔
で
目
障
り
な
存

在
が
大
津
皇
子
だ
っ
た
の
で
、
何
ら

か
の
裏
工
作
が
仕
掛
け
ら
れ
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

『
万
葉
集
』
に
、
大
津
皇
子
が
密
か

に
姉
・
大
伯
皇
女
に
伊
勢
神
宮
に

来
て
、
帰
る
時
に
大
伯
皇
女
が
詠
ん

だ
と
い
う
説
明
す
る
題
詞
が
付
い

た
歌
が
あ
り
、 

我
が
背
子
を
大
和
へ
遣
る
と
さ
夜
ふ

け
て
暁
露
に
我
が
立
ち
濡
れ
し 

 
 
 
 

（
巻
二―

一
○
五
） 

久
々
に
逢
え
た
弟
を
見
送
り
、明
け

方
ま
で
露
に
濡
れ
な
が
ら
立
ち
尽

く
す
、大
伯
皇
女
の
切
な
さ
が
見
事

に
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。 

父
の
葬
儀
中
を
抜
け
出
し
て
伊

勢
神
宮
へ
行
っ
た
の
な
ら
ば
、
罪
に

問
わ
れ
る
で
し
ょ
う
。大
津
は
殺
さ

れ
る
前
に
一
度
で
も
姉
に
逢
っ
て

お
き
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
大

伯
皇
女
は
こ
の
後
、
伊
勢
斎
宮
を
解

任
さ
れ
都
に
も
ど
っ
て
い
ま
す
。 

 
大
津
事
件
の
三
年
後
、
草
壁
皇

子
は
即
位
す
る
こ
と
な
く
亡
く
な

り
ま
す
。大
津
を
処
刑
し
た
こ
と
に

後
ろ
め
た
さ
を
感
じ
て
い
た
の
か
、

持
統
天
皇
は
大
津
皇
子
を
二
上
山

に
移
葬
し
ま
す
。 

『
薬
師
寺
縁
起
』
に
は
大
津
が
死

後
悪
龍
と
な
っ
て
雲
に
の
ぼ
り
、
毒

を
吐
い
て
天
下
を
混
乱
さ
せ
た
と
あ

り
ま
す
の
で
、
大
津
は
死
後
、
怨
霊

に
な
っ
た
と
恐
れ
ら
れ
た
の
で
し
ょ

う
。 

 

大
津
皇
子
の
屍
を
葛
城
の
二
上
山

に
移
葬
し
た
時
も
、
大
伯
皇
女
は
追

悼
歌
を
詠
ん
で
い
ま
す
。 

う
つ
そ
み
の
人
な
る
我
や
明
日
よ
り

は
二
上
山
を
弟
と
我
が
見
む 

 
 
 
 
(

巻
二―

一
六
五) 

大
伯
皇
女
は
都
に
帰
っ
た
も
の
の

居
場
所
も
無
か
っ
た
の
で
、
名
張
に

夏
見
寺
を
建
て
て
、
こ
こ
で
生
涯
を

終
え
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

で
は
初
め
に
戻
っ
て
、
薬
師
寺
に

な
ぜ
大
津
皇
子
を
祭
神
と
す
る
若
宮

社
が
あ
る
の
か
を
考
え
て
み
る
と
、 

 

薬
師
寺
は
元
は
天
武
天
皇
が
皇
后

の
病
気
平
癒
を
祈
願
し
て
、
現
在
の

橿
原
市
城
殿
町
に
建
立
し
た
寺
で
、

平
城
京
に
遷
都
し
た
折
に
、
今
の
地

に
移
さ
れ
た
の
で
す
。
悪
霊
と
な
っ

た
大
津
を
鎮
魂
す
る
に
は
父
天
皇
ゆ

か
り
の
寺
に
祀
れ
ば
、
お
さ
ま
る
と

考
え
た
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

大
津
皇
子
の
お
墓
は
二
上
山
麓
の

加
守
か
鳥
谷
口
に
か
つ
て
は
あ
っ
た

そ
う
で
す
が
、
現
在
は
二
上
山
雄
岳

の
山
頂
に
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
明

治
天
皇
の
勅
命
だ
っ
た
そ
う
で
す
。 
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明
日
香
村
の
高
台
に
行
け
ば
、
二

上
山
の
美
し
い
山
姿
が
西
に
見
え
ま

す
。
夕
陽
が
二
上
山
に
沈
む
時
な
ど

は
一
層
み
や
び
で
目
が
離
せ
ま
せ
ん
。

悲
劇
の
皇
子
は
何
時
し
か
西
の
守
り

神
に
な
っ
て
鎮
座
さ
れ
て
お
ら
れ
る

の
で
し
ょ
う
。 

大
伯
皇
女
の
よ
う
に
こ
れ
か
ら
毎

日
、
二
上
山
を
大
津
皇
子
と
思
っ
て

眺
め
て
み
ま
し
ょ
う
。 

南
無
天
踊

な

も

で

お

ど

り 
 

雨
を
た
ん
も
れ 

雨
た
も
れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

塩
川
千
月 

 

南
無
天
踊
り
に
つ
い
て
、
何
の
知

識
も
な
い
ま
ま
入
会
し
ま
し
た
。 

 

練
習
日
に
初
め
て
稽
古
を
通
し
で

見
て
、
歌
詞
に
グ
ッ
と
来
た
り
、
踊

り
に
圧
倒
さ
れ
た
り
、
心
を
揺
さ
ぶ

ら
れ
ま
し
た
。
私
は
歌
を
担
当
す
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
、カ
セ
ッ
ト
テ
ー

プ
を
繰
り
返
し
流
し
、
一
緒
に
歌
っ

て
み
な
が
ら
覚
え
ま
し
た
。
私
が
住

む
平
田
で
は
松
明
を
持
っ
て
、
岳
参

り
を
し
た
と
の
こ
と
。
歌
詞
に
あ
る

「
雨
を
た
ん
も
れ 

雨
た
も
れ
」
と

皆
で
唱
え
な
が
ら
お
参
り
し
た
の
で

し
ょ
う
か
。
想
像
す
る
と
、
と
て
も

幻
想
的
な
光
景
に
思
え
ま
す
。
歌
を

間
違
う
と
、
踊
り
も
笛
も
狂
っ
て
し

ま
い
、
ち
ぐ
は
ぐ
に
な
っ
て
し
ま
う

の
で
、
常
に
緊
張
感
を
持
っ
て
臨
ん

で
い
ま
す
が
、
い
つ
も
う
ま
く
い
く

わ
け
で
は
な
く
、失
敗
も
あ
り
ま
す
。

入
会
し
て
三
年
目
に
な
り
ま
す
が
、

今
は
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
が
の
び
て
、

少
し
ス
ロ
ー
テ
ン
ポ
に
な
っ
た
の
を

聴
き
な
が
ら
歌
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

か
ら
も
末
永
く
、
楽
し
く
南
無
天
踊

り
を
続
け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。 

編
集
だ
よ
り 

大
森
亮
尚
先
生
へ 

 

御
寄
稿
戴
き
ま
し
て
有
難
う
御
座

い
ま
す
。万
葉
朗
唱
は
薬
師
寺
を
拝
観

致
し
ま
し
た
。
今
後
は
若
宮
社
・
龍
王

社
を
朗
唱
の
拠
り
ど
こ
ろ
に
致
し
ま
す
。 

 
 
 
 

（
令
和
六
年
五
月
二
日
） 

薬
師
寺
「
興
楽
門
」
内
、
北
拝
観
受
付

の
右
側
に
、「
持
統
桜
」が
有
り
ま
す
。 

持
統
桜
（
説
明
碑
の
原
文
掲
載
） 

 

令
和
六
年
五
月
二
日 

勝
川
京
子
撮
影 

「伝
承
あ
す
か
」 

第
二
十
七
号 

発
行 

令
和
六
年
五
月 

明
日
香
村
伝
承
芸
能
保
存
会 

会
長 

脇
田
初
枝 

編
集 

明
日
香
村
伝
承
芸
能
保
存
会 

題
字 

「伝
承
あ
す
か
」勝
川
喜
昭
書 

   

若宮社・南門内西の奥 

 
 
 
 
 

ご
縁
起 

持
統
桜 

「み
か
ど
の
桜
の
里
か
え
り
」 

愛
知
県
岡
崎
市
北
部
・村
積
山
の
麓
に
、
里

の
人
々
（奥
山
田
し
だ
れ
桜
保
存
会
）に
守

ら
れ
、
推
定
樹
齢
七
百
年
を
数
え
る
一
本

桜
が
あ
り
ま
す
。 

大
宝
二
年
（七
○
二
年
）三
河
行
幸
の
際
に

持
統
天
皇
が
お
手
植
え
さ
れ
た
「奥
山
田
の

持
統
桜
」で
す
。 

平
成
二
十
一
年
（二
○
○
九
年
）十
月
、
こ

の
桜
を
持
統
天
皇
の
病
気
平
癒
を
発
願
し

て
建
て
ら
れ
た
薬
師
寺
に
お
返
し
し
て
後

世
に
伝
承
さ
せ
た
い
と
、
植
樹
法
要
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
千
三
百
年
を
経
た
、
「縁
結
び
」

は
、
山
田
法
胤
管
主
の
読
経
の
も
と
、
ゆ
か

り
の
地
で
桜
が
更
に
千
年
咲
続
け
ま
す
よ

う
に
、
こ
の
国
の
平
和
が
永
久
に
続
き
ま
す

よ
う
に
と
の
願
い
が
込
め
ら
れ
ま
し
た
。 

持
統
天
皇
ゆ
か
り
の
桜
の
、
ゆ
か
り
の
地
へ

の
里
か
へ
り
で
す
。 

南
無
天
踊
り
の
公
演
予
定
は
、 

下
の
コ
ー
ド
を
ス
マ
ホ
の
カ
メ
ラ 

で
読
み
取
って
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

 

龍王社・南門内東奥の角 


