
人材育成・芸能継承のための組織 | 232

お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
の
と
き
に
は
委
員
会
制
で
狂
言
が
運
営
さ
れ
、
修
理
中
の
常

磐
山
を
除
く
一
一
基
に
よ
っ
て
一
日
四
組
ず
つ
の
狂
言
が
奉
納
さ
れ
た
。
た
だ
こ

の
年
の
秋
祭
り
で
は
狂
言
は
お
こ
な
わ
れ
ず
、
狂
言
の
復
興
は
戦
後
数
年
を
経
て

も
ま
だ
道
半
ば
と
い
っ
た
状
況
で
あ
っ
た
。

② 

文
化
財
指
定
と
保
存
会

昭
和
二
五
年
は
長
浜
曳
山
祭
が
本
格
的
に
復
興
し
た
年
で
あ
る
。
こ
の
年
の
臨
時

山
組
総
会
で
は
今
日
の
祭
り
に
連
続
す
る
事
項
が
い
く
つ
か
決
議
さ
れ
た
。
も
っ

と
も
重
要
な
こ
と
は
祭
り
の
時
期
を
春
に
変
更
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
名
称

も
「
長
浜
曳
山
ま
つ
り
」
と
し
、
観
光
客
が
多
い
春
の
行
事
の
一
つ
と
し
て
祭
り

が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
祭
り
の
執
行
に
は
多
額
の
費
用
が

必
要
と
な
る
が
、
こ
の
年
か
ら
は
観
光
協
会
か
ら
の
補
助
が
開
始
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
資
金
の
確
保
の
た
め
に
協
賛
委
員
、
市
や
観
光
協
会
と
の
交
渉
の
た
め
に
渉

外
委
員
会
と
い
う
役
職
・
組
織
が
作
ら
れ
た
の
も
こ
の
年
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う

に
曳
山
祭
の
戦
後
史
は
そ
の
観
光
化
と
と
も
に
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
翌
昭
和

二
五
年
四
月
よ
り
總
當
番
制
度
に
よ
っ
て
春
季
大
祭
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
後
述
す
る
よ
う
に
幾
多
の
変
遷
を
経
な
が
ら
も
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

復
興
し
た
と
は
い
え
、
戦
前
の
長
浜
曳
山
祭
を
そ
の
ま
ま
の
形
態
で
戦
後
も
継
続

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
戦
前
の
運
営
は
總
當
番
（
戦
前
に
は
総
取
締
と
呼

ば
れ
た
）
が
中
心
と
な
っ
て
お
こ
な
い
、
狂
言
の
役
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
山
組
の
町

内
か
ら
出
る
こ
と
が
多
か
っ
た
も
の
の
他
町
や
米
原
、
時
に
は
岐
阜
県
垂
井
か
ら

呼
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
。
三
役
は
今
日
と
同
様
に
専
門
家
に
依
頼
し
て
い
た
。
ま
た

シ
ャ
ギ
リ
や
山
曳
き
に
つ
い
て
は
一
部
の
山
組
を
除
い
て
は
長
浜
の
近
隣
村
落
の

人
々
に
依
頼
し
て
お
り
、
山
曳
き
な
ど
は
人
行
事
を
通
じ
て
岐
阜
県
か
ら
来
て
も

人
材
育
成
・
芸
能
継
承
の
た
め
の
組
織

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
市
川
　
秀
之

① 

戦
後
の
復
興

長
浜
曳
山
祭
は
長
期
間
に
お
よ
ぶ
大
規
模
な
祭
り
で
あ
り
、
多
く
の
組
織
が
そ
れ

に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
本
章
に
お
い
て
は
今
回
の
調
査
で
と
り
あ
げ
た
曳
山
狂
言

（
以
後
狂
言
と
す
る
）
や
シ
ャ
ギ
リ
と
い
っ
た
芸
能
に
関
連
す
る
組
織
の
変
化
を
中

心
に
、
曳
山
祭
の
戦
後
史
を
素
描
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

昭
和
一
二
年
、
日
中
戦
争
の
影
響
で
曳
山
狂
言
が
中
止
と
な
り
、
そ
の
後
一
〇

年
余
り
の
間
、
神
事
は
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
の
曳
山
狂
言
は
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
。

こ
と
に
終
戦
直
後
に
つ
い
て
は
神
道
行
事
自
体
が
制
限
さ
れ
、
昭
和
二
〇
年
一
〇

月
の
祭
り
に
つ
い
て
は
官
祭
の
み
実
施
さ
れ
た
も
の
の
、
翌
二
一
年
に
は
官
祭
も

お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
。
戦
中
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
こ
の
時
期
は
長
い
長
浜
曳

山
祭
の
な
か
で
も
最
大
の
危
機
の
時
代
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ

の
よ
う
な
な
か
で
も
復
興
へ
の
歩
み
は
続
け
ら
れ
た
。
昭
和
二
一
年
度
の
「
總
當

番
記
録
」
に
祭
典
復
興
委
員
会
の
設
置
が
記
さ
れ
る
の
は
そ
の
最
初
の
一
歩
で
あ

ろ
う
。
昭
和
二
二
年
一
〇
月
の
祭
り
で
は
、
小
谷
村
丁
野
（
現
在
の
長
浜
市
小
谷

丁
野
町
）
に
三
役
・
役
者
を
依
頼
し
能
舞
台
で
狂
言
を
執
行
す
る
こ
と
を
予
定
し

た
が
、
同
年
九
月
に
関
東
地
方
を
襲
っ
た
カ
ス
リ
ー
ン
台
風
の
被
害
が
甚
大
で
あ
っ

た
た
め
中
止
と
な
っ
た
。
翌
昭
和
二
三
年
四
月
に
は
長
浜
市
制
施
行
五
周
年
記
念

と
し
て
、
八
幡
宮
ほ
か
で
高
砂
山
・
孔
雀
山
・
常
磐
山
に
よ
る
狂
言
が
お
こ
な
わ

れ
て
い
る
。
こ
の
狂
言
も
丁
野
の
三
役
・
子
ど
も
た
ち
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

翌
昭
和
二
四
年
四
月
に
は
豊
国
神
社
豊
公
三
五
〇
年
祭
奉
賛
行
事
と
し
て
狂
言
が
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ま
た
昭
和
四
一
年
に
は
長
浜
曳
山
祭
協
賛
会
が
設
立
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
会
は
事

務
所
を
観
光
協
会
事
務
局
に
置
き
、
長
浜
曳
山
祭
の
保
存
お
よ
び
行
事
に
協
賛
す

る
事
を
目
的
と
す
る
団
体
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
会
員
か
ら
一
口
二
〇
〇
円
（
当

時
）
の
寄
付
を
集
め
る
な
ど
経
済
的
に
曳
山
祭
を
補
助
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
る
。
こ
れ
に
続
い
て
翌
昭
和
四
二
年
三
月
に
は
長
浜
曳
山
祭
保
存
会
が
設
立
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
会
は
事
務
所
を
八
幡
神
社
社
務
所
に
置
き
、
行
政
か
ら
独
立
し

た
形
態
を
持
っ
て
い
た
。
ま
た
「
長
浜
曳
山
祭
の
伝
統
を
保
存
す
る
こ
と
を
目
的
」

と
し
、
そ
の
た
め
に
①
長
浜
曳
山
祭
の
公
開
に
関
す
る
こ
と
②
曳
山
お
よ
び
そ
の

附
属
物
の
維
持
保
存
に
関
す
る
こ
と
③
そ
の
他
目
的
達
成
に
必
要
な
事
業
、
を
お

こ
な
う
組
織
で
あ
っ
た
。
各
山
組
か
ら
も
理
事
が
出
る
な
ど
文
化
財
保
護
だ
け
で

は
な
く
祭
り
全
体
に
か
か
わ
る
組
織
で
あ
り
、
昭
和
四
二
年
度
の
収
支
予
算
書
に

よ
れ
ば
、
収
入
は
各
山
組
と
長
刀
組
か
ら
の
会
費
が
二
五
万
円
、
狂
言
公
開
助
成

費
が
二
〇
万
円
で
あ
っ
た
。
こ
の
助
成
は
観
光
協
会
か
ら
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
支
出
の
大
半
は
出
番
山
に
対
す
る
狂
言
執
行
補
助
金
と
曳
山
維
持
費
に
充
て

ら
れ
て
い
た
。
昭
和
四
〇
年
代
以
降
の
協
賛
会
や
保
存
会
の
設
立
は
、
当
然
祭
り

の
維
持
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
国
指
定
へ
向
け
て
の
下
準
備

の
意
味
を
持
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

国
文
化
財
へ
の
指
定
は
、
国
の
制
度
の
変
化
に
合
わ
せ
て
段
階
的
に
進
展
し
た
。

昭
和
四
五
年
六
月
、
狂
言
は
国
の
無
形
文
化
財
に
選
択
さ
れ
た
。
選
択
と
は
正
式

に
は
文
化
財
保
護
法
上
、
文
化
庁
長
官
が
「
記
録
作
成
等
の
措
置
を
講
ず
べ
き
無

形
の
民
俗
文
化
財
」
と
し
て
選
択
す
る
こ
と
を
い
う
。
選
択
さ
れ
た
無
形
文
化
財

に
対
し
て
は
国
や
県
か
ら
補
助
金
が
出
さ
れ
、
そ
れ
を
調
査
事
業
や
記
録
作
成
な

ど
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
長
浜
曳
山
祭
に
お
い
て
も
昭
和
四
六
年
に
記
録
保

存
の
た
め
の
映
画
と
ス
ラ
イ
ド
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
四
五
年
の
段
階
で
は

ら
う
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
広
域
の
人
々
が
参
加
す
る
祭
礼
の
運

営
形
態
を
支
え
て
い
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
豊
か
な
長
浜
の
経
済
力
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
戦
争
と
そ
れ
に
伴
う
経
済
の
変
化
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
外
部

の
人
材
を
集
中
さ
せ
る
運
営
形
態
を
継
続
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
く
な
り
、
山
組
が

中
心
と
な
っ
た
新
た
な
方
法
が
模
索
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
復
興
期
の
「
總
當
番
記
録
」

に
は
祭
礼
の
運
営
経
費
に
関
す
る
記
述
が
頻
出
し
、
こ
と
に
行
政
か
ら
の
補
助
を

求
め
る
声
が
た
び
た
び
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
祭
礼
そ
の
も
の
の
継
続
だ
け
で

は
な
く
曳
山
の
修
繕
に
も
多
額
の
費
用
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
費
用
の
一

部
を
補
助
金
の
形
で
行
政
か
ら
得
る
た
め
に
は
、
文
化
財
に
指
定
さ
れ
る
こ
と
が

必
要
で
あ
り
、
そ
れ
を
一
つ
の
目
的
と
し
て
戦
後
の
長
浜
曳
山
祭
の
組
織
化
が
進

め
ら
れ
て
き
た
。

昭
和
三
二
年
一
二
月
一
九
日
、
長
浜
曳
山
祭
は
滋
賀
県
無
形
民
俗
文
化
財
に
選

択
さ
れ
る
。
こ
の
選
択
は
昭
和
三
一
年
一
二
月
二
五
日
に
公
布
さ
れ
た
滋
賀
県
文

化
財
保
護
条
例
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
長
浜
曳
山
祭
は
そ
の
公
布
直
後
に
さ
っ

そ
く
選
択
さ
れ
て
い
る
。
県
下
に
お
け
る
長
浜
曳
山
祭
の
位
置
づ
け
が
う
か
が
わ

れ
る
。
昭
和
三
二
年
は
戦
後
春
季
に
祭
り
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら

も
秋
に
実
施
さ
れ
て
い
た
太
刀
渡
り
が
春
季
大
祭
に
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
年
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
選
択
を
受
け
て
翌
三
三
年
一
月
に
は
長
浜
曳
山
祭
文
化

財
保
護
委
員
会
が
設
立
さ
れ
る
。
こ
の
会
は
事
務
所
を
市
教
育
委
員
会
内
に
置
き
、

国
や
県
の
補
助
に
よ
っ
て
実
施
す
る
文
化
財
保
護
事
業
の
円
滑
な
推
進
を
目
的
と

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
県
選
択
の
行
事
の
管
理
団
体
で
あ
り
、
ま
た
県
か
ら
の
補

助
金
を
受
け
や
す
く
す
る
た
め
の
団
体
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
年
か
ら
県
の
補
助
を

受
け
曳
山
一
二
基
と
長
刀
山
の
実
測
調
査
が
実
施
さ
れ
報
告
書
も
そ
れ
ぞ
れ
作
成

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
調
査
は
昭
和
四
五
年
ま
で
続
け
ら
れ
た
。
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が
あ
っ
た
。
そ
し
て
二
月
二
七
日
に
は
正
式
に
長
浜
曳
山
祭
保
存
会
が
発
足
す
る

こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
発
足
を
も
っ
て
、
従
前
か
ら
あ
っ
た
保
存
会
お
よ
び
長
浜

曳
山
祭
文
化
財
保
護
委
員
会
は
廃
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
当
時
の
新
聞
記
事

な
ど
か
ら
、
こ
の
保
存
会
発
足
の
段
階
で
す
で
に
曳
山
会
館
の
建
設
や
三
役
の
育

成
に
つ
い
て
は
課
題
と
し
て
浮
上
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

③ 

三
役
修
業
塾

以
後
、
長
浜
曳
山
祭
保
存
会
（
以
下
、
保
存
会
と
略
）
は
、
約
二
〇
年
間
に
わ

た
り
狂
言
を
含
む
長
浜
曳
山
祭
の
執
行
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
が
、
本

報
告
書
で
と
り
あ
げ
る
芸
能
に
関
し
て
は
、
そ
の
保
存
会
内
の
子
ど
も
歌
舞
伎
伝

承
委
員
会
（
以
下
、
伝
承
委
員
会
と
略
）
の
存
在
が
重
要
で
あ
る
。
保
存
会
内
に

は
い
く
つ
か
の
委
員
会
・
部
会
が
あ
る
が
、
伝
承
委
員
会
は
平
成
元
年
一
一
月
九

日
に
設
立
さ
れ
た
委
員
会
で
あ
る
。
長
浜
曳
山
祭
で
は
振
付
・
義
太
夫
・
三
味
線

の
三
役
に
つ
い
て
は
、
専
門
家
に
依
頼
し
狂
言
を
お
こ
な
っ
て
き
た
が
、
こ
の
三

役
、
こ
と
に
義
太
夫
と
三
味
線
を
地
元
で
育
成
す
る
こ
と
は
早
い
段
階
か
ら
課
題

で
あ
っ
た
。
伝
承
委
員
会
は
主
と
し
て
こ
の
問
題
に
取
り
組
み
、
地
元
の
小
中
学

校
に
ク
ラ
ブ
の
設
置
な
ど
を
働
き
か
け
る
と
と
も
に
三
役
修
業
塾
を
設
立
す
る
こ

と
と
な
っ
た
。
こ
の
三
役
修
業
塾
の
事
業
は
、
各
市
町
村
が
国
か
ら
一
億
円
を
交

付
さ
れ
独
自
の
事
業
を
実
施
す
る
と
い
う
当
時
の
竹
下
内
閣
の
目
玉
事
業
、
ふ
る

さ
と
創
生
事
業
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
同
年
一
一
月
二
九
日
の
第
二
回
伝
承
委
員
会

に
お
い
て
三
役
修
業
塾
の
設
置
と
募
集
が
決
定
さ
れ
、
そ
の
後
各
山
組
な
ど
に
呼

び
掛
け
、
ま
た
市
の
広
報
な
ど
も
利
用
し
て
募
集
が
開
始
さ
れ
た
。
平
成
二
年
度

か
ら
事
業
は
開
始
さ
れ
た
が
、
こ
の
年
に
は
四
月
か
ら
毎
月
四
回
義
太
夫
講
座
が

開
講
さ
れ
、
一
二
月
か
ら
は
三
味
線
講
座
も
始
ま
っ
て
い
る
。
受
講
者
数
は
義
太

文
化
財
保
護
法
上
、
今
日
の
無
形
民
俗
文
化
財
は
無
形
民
俗
資
料
と
さ
れ
て
い
た

が
、
昭
和
五
〇
年
の
改
正
に
よ
っ
て
無
形
民
俗
文
化
財
と
い
う
現
在
の
名
称
に
な

り
同
時
に
指
定
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
そ
れ
以
前
に
は
選
択
制
度
は
あ
っ
て
も
無

形
民
俗
文
化
財
に
は
指
定
制
度
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
制
度
改
正

の
直
後
で
あ
る
昭
和
五
三
年
一
二
月
に
長
浜
曳
山
祭
は
国
指
定
重
要
無
形
民
俗
文

化
財
に
ふ
さ
わ
し
い
行
事
と
し
て
答
申
を
受
け
、
翌
昭
和
五
四
年
二
月
に
は
指
定

を
受
け
る
。
こ
の
よ
う
な
文
化
財
指
定
の
動
き
に
合
わ
せ
て
長
浜
で
は
新
た
な
組

織
が
設
立
さ
れ
た
。
現
在
の
財
団
法
人
長
浜
曳
山
文
化
協
会
の
前
身
で
あ
る
長
浜

曳
山
祭
保
存
会
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
会
の
設
立
は
市
教
育
委
員
会
が
中
心
と
な
っ

て
進
め
ら
れ
、
そ
の
過
程
で
何
度
か
準
備
会
が
開
か
れ
会
の
性
格
に
つ
い
て
議
論

が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
、
最
終
的
に
は
總
當
番
を
始
め
と
し
て
関
係
組
織
を
広

く
含
ん
だ
組
織
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
無
形
民
俗
文
化
財
は
無
形
文
化
財
と
異
な

り
法
律
上
は
保
持
者
や
保
持
団
体
の
存
在
を
必
要
と
は
し
て
い
な
い
。
し
か
し
な

が
ら
祭
礼
や
芸
能
に
つ
い
て
は
そ
の
継
承
や
補
助
事
業
の
受
け
皿
と
し
て
保
存
会

な
ど
が
組
織
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
見
ら
れ
る
。
国
指
定
を
受
け
た
無
形
民
俗
文
化

財
に
は
、
国
や
県
・
市
の
補
助
金
が
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
れ
な
り
の
規
模

と
高
い
事
務
能
力
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
長
浜
曳
山
祭
保
存
会
に
つ
い
て

も
、
京
都
の
祇
園
祭
を
は
じ
め
高
山
や
秩
父
・
高
岡
な
ど
同
種
の
祭
り
の
保
存
会

の
状
況
を
事
前
に
調
査
し
そ
れ
を
生
か
し
た
組
織
が
作
ら
れ
て
い
る
。

昭
和
五
四
年
二
月
に
は
長
浜
曳
山
祭
保
存
会
設
立
趣
意
書
が
設
立
準
備
委
員
長
Ｙ

氏
よ
り
出
さ
れ
て
い
る
。
Ｙ
氏
は
当
時
の
總
當
番
委
員
長
で
あ
る
が
、
ほ
ぼ
同
時

に
Ｙ
氏
は
總
當
番
委
員
長
と
し
て
県
に
対
し
て
長
浜
曳
山
祭
に
対
す
る
補
助
金
の

要
望
書
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
の
年
二
月
一
五
日
に
は
長
浜
曳
山
祭
保
存
会
結
成

総
会
が
開
か
れ
、
同
二
四
日
に
は
東
京
虎
ノ
門
共
済
会
館
で
指
定
証
書
の
交
付
式
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困
難
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
昭
和
三
〇
年
代
に
な
る
と
、
こ
の
よ
う
な
状
況

に
対
応
し
て
い
く
つ
か
の
動
き
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
う
ち

の
一
例
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

猩
々
丸
（
船
町
組
）
の
Ｆ
氏
は
昭
和
二
〇
年
代
か
ら
尺
八
を
教
え
て
お
り
、
戦

後
曳
山
狂
言
が
復
活
し
た
と
き
に
も
猩
々
丸
で
出
笛
を
吹
い
て
い
る
。
Ｆ
氏
の
イ

ト
コ
で
あ
る
Ｙ
氏
や
家
が
近
所
で
あ
っ
た
Ｎ
氏
、
太
鼓
を
専
門
と
し
た
Ｋ
氏
な
ど

昭
和
三
〇
年
こ
ろ
に
は
船
町
組
に
は
七
～
八
人
の
シ
ャ
ギ
リ
仲
間
が
い
た
と
い
う
。

昭
和
三
〇
年
代
中
ご
ろ
に
な
る
と
ほ
か
の
山
組
で
は
シ
ャ
ギ
リ
の
人
材
不
足
が
顕

著
に
な
っ
て
き
た
の
で
、
昭
和
三
七
年
に
Ｎ
氏
が
中
心
と
な
り
Ｆ
氏
が
指
導
者
に

な
っ
て
八
幡
神
社
で
シ
ャ
ギ
リ
の
練
習
を
は
じ
め
た
。
こ
の
と
き
に
Ｆ
氏
は
猩
々

丸
の
曲
を
も
と
に
、
一
部
月
宮
殿
の
曲
を
加
え
「
太
平
楽
」
・
「
豊
公
楽
」
な
ど
の

曲
を
つ
く
り
そ
れ
を
教
え
た
。
そ
の
と
き
に
数
字
に
よ
る
楽
譜
を
作
っ
た
。
こ
れ

は
実
際
の
笛
の
シ
ャ
ギ
リ
を
オ
ー
プ
ン
リ
ー
ル
で
録
音
し
Ｆ
氏
が
記
号
化
し
た
も

の
で
あ
る
。
ま
た
家
で
の
練
習
の
た
め
に
穴
を
記
号
化
し
た
楽
譜
も
印
刷
し
て
使
っ

た
。
こ
の
組
織
も
囃
子
保
存
会
と
称
し
て
お
り
、
月
に
一
度
練
習
を
し
て
い
た
。

青
海
山
の
人
が
主
に
参
加
し
て
い
た
。
三
～
四
年
練
習
を
し
た
が
次
第
に
人
が
減

り
中
断
し
た
と
い
う
。
青
海
山
で
は
現
在
で
も
「
太
平
楽
」
・
「
豊
公
楽
」
な
ど
が

演
奏
さ
れ
て
い
る
の
は
こ
の
と
き
に
練
習
し
た
も
の
が
現
在
ま
で
伝
承
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。

Ｎ
氏
や
Ｆ
氏
が
始
め
た
囃
子
保
存
会
が
根
付
か
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
そ
の

曲
が
猩
々
丸
の
も
の
を
基
本
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

ほ
か
の
山
組
の
多
く
が
使
っ
て
い
た
曲
は
多
少
の
差
は
あ
れ
お
お
む
ね
同
じ
で
あ

り
、
そ
れ
は
猩
々
丸
の
曲
と
は
異
な
っ
て
い
た
た
め
、
な
か
な
か
な
じ
め
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ほ
か
の
山
組
の
曲
は
演
奏
者
が
周
辺
農
村
部
の
人
々

夫
講
座
の
場
合
当
初
は
月
に
七
〇
名
程
度
だ
っ
た
が
年
度
末
に
は
四
〇
人
程
度
と

な
っ
て
い
る
。
ま
た
三
味
線
講
座
は
月
に
三
〇
人
程
度
の
受
講
で
あ
っ
た
。
ま
た

伝
承
委
員
会
が
中
心
と
な
り
長
浜
市
立
長
浜
小
学
校
に
も
子
ど
も
歌
舞
伎
ク
ラ
ブ

が
設
立
さ
れ
毎
月
二
～
三
回
の
講
座
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
平
成
二
年

度
の
場
合
、
約
四
〇
人
が
参
加
し
て
い
る
。
三
役
修
業
塾
は
そ
の
後
現
在
に
至
る

ま
で
続
け
ら
れ
、
約
一
五
名
の
受
講
者
が
修
業
を
続
け
て
お
り
、
そ
の
出
身
者
の

な
か
に
は
松
竹
な
ど
で
プ
ロ
に
な
っ
た
人
も
出
て
い
る
。
伝
承
委
員
会
で
は
発
表

会
を
開
催
し
て
お
り
、
一
部
の
山
組
で
は
三
役
修
業
塾
出
身
者
に
三
役
を
依
頼
す

る
ケ
ー
ス
も
出
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
ほ
か
に
も
ゆ
う
壱
番
街
商
店
街
振
興

組
合
が
中
心
と
な
っ
た
長
濱
ゆ
う
歌
舞
伎
が
平
成
九
年
か
ら
開
始
さ
れ
る
な
ど
活

躍
の
舞
台
も
増
え
て
き
て
い
る
。

④ 

長
浜
曳
山
祭
囃
子
保
存
会

曳
山
文
化
協
会
や
そ
の
前
身
で
あ
る
長
浜
曳
山
祭
保
存
会
と
は
や
や
独
立
し
た

歩
み
を
続
け
て
き
た
の
が
長
浜
曳
山
祭
囃
子
保
存
会
（
以
下
、
囃
子
保
存
会
と
略
）

で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
戦
前
ま
で
は
長
浜
周
辺
の
農
村
部
の
人
に
依
頼
し
て
シ
ャ

ギ
リ
を
演
奏
し
て
も
ら
う
い
わ
ゆ
る
雇
い
シ
ャ
ギ
リ
の
形
態
の
山
組
が
多
く
、
月

宮
殿
・
猩
々
丸
・
萬
歳
樓
だ
け
が
自
町
で
シ
ャ
ギ
リ
を
演
奏
し
て
い
た
。
一
〇
年

以
上
に
わ
た
る
戦
中
戦
後
の
中
断
の
間
、
こ
れ
ら
の
山
組
や
周
辺
農
村
で
も
シ
ャ

ギ
リ
の
継
承
は
お
こ
な
わ
れ
ず
、
戦
後
の
再
開
以
後
は
そ
の
伝
承
が
大
き
な
課
題

と
な
っ
た
。
戦
後
し
ば
ら
く
の
間
、
月
宮
殿
・
猩
々
丸
な
ど
は
自
町
の
古
老
か
ら

笛
を
習
っ
て
シ
ャ
ギ
リ
を
続
け
、
ま
た
そ
れ
以
外
の
山
組
は
戦
前
か
ら
の
縁
故
を

た
ど
っ
て
周
辺
農
村
か
ら
の
雇
い
シ
ャ
ギ
リ
を
継
続
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
農
村

部
に
お
い
て
も
シ
ャ
ギ
リ
を
演
奏
で
き
る
人
は
年
々
少
な
く
な
り
、
そ
の
継
承
が
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か
ら
依
頼
が
あ
り
、
譜
面
を
提
供
し
た
。
中
学
校
で
は
ス
ペ
リ
オ
パ
イ
プ
で
吹
く

た
め
、
Ｓ
氏
は
少
し
音
階
を
あ
げ
た
楽
譜
を
作
っ
た
。
長
浜
市
立
西
中
学
で
は
音

楽
部
が
シ
ャ
ギ
リ
の
演
奏
会
を
し
、
ま
た
翌
四
一
年
秋
の
運
動
会
で
も
演
奏
し
新

聞
の
取
材
を
受
け
る
な
ど
大
き
な
評
判
と
な
っ
た
。
昭
和
四
二
年
に
は
県
も
教
材

用
に
シ
ャ
ギ
リ
の
レ
コ
ー
デ
イ
ン
グ
を
し
て
い
る
。
ま
た
各
山
組
の
若
い
衆
の
中

に
は
個
人
的
に
Ｓ
氏
ら
に
習
う
も
の
も
い
た
。

こ
の
よ
う
な
前
史
を
経
て
、
昭
和
四
六
年
に
囃
子
保
存
会
が
結
成
さ
れ
る
。
高
砂

山
に
属
し
て
い
る
Ｍ
市
議
が
中
心
と
な
っ
て
設
立
を
働
き
か
け
、
市
か
ら
も
助
成

を
得
た
。
設
立
時
に
は
月
宮
殿
・
青
海
山
・
高
砂
山
・
萬
歳
樓
が
加
入
し
た
。
た

だ
そ
の
頃
は
ほ
か
の
山
組
の
人
が
自
町
の
曳
山
に
上
が
る
こ
と
に
抵
抗
が
あ
り
、

萬
歳
樓
な
ど
は
中
老
の
反
対
で
翌
年
脱
退
か
と
い
う
こ
と
も
起
こ
っ
て
い
る
。
当

時
の
囃
子
保
存
会
幹
部
は
各
山
組
を
ま
わ
っ
て
入
会
を
勧
め
た
と
い
う
。

当
初
は
若
い
衆
が
中
心
に
習
っ
て
い
た
が
、
子
ど
も
も
参
加
す
る
よ
う
に
な
り
、

昭
和
四
九
年
に
は
正
式
に
子
ど
も
の
募
集
を
始
め
た
。
一
二
組
の
山
組
す
べ
て
が

参
加
し
た
の
は
昭
和
五
三
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
昭
和
五
四
年
の
祭
り
に
は
一
二

基
の
曳
山
が
出
た
が
、
こ
の
年
か
ら
は
女
子
も
曳
山
行
事
以
外
で
シ
ャ
ギ
リ
に
参

加
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
Ｓ
氏
は
囃
子
保
存
会
設
立
後
も
各
山
組
の
し
ゃ

ぎ
り
の
採
譜
を
進
め
、
昭
和
五
六
年
に
は
す
べ
て
の
山
組
の
曲
を
収
録
し
た
楽
譜

集
が
完
成
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
囃
子
保
存
会
の
発
足
は
長
浜
曳
山
祭
保
存
会

よ
り
も
早
く
そ
の
歩
み
も
独
自
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
五
四
年
に
長
浜
曳
山

祭
保
存
会
が
設
立
さ
れ
て
か
ら
は
会
長
が
役
員
の
一
員
に
加
わ
る
形
に
な
り
、
当

初
は
市
か
ら
直
接
受
け
て
い
た
助
成
金
も
、
長
浜
曳
山
祭
保
存
会
に
対
し
て
市
が

助
成
し
、
そ
れ
を
囃
子
保
存
会
が
受
け
る
形
に
変
化
し
て
い
る
。

で
あ
り
、
そ
れ
を
山
組
の
人
々
が
伝
習
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
困
難
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
そ
れ
を
克
服
し
て
山
組
が
中
心
と
な
っ
て
シ
ャ
ギ
リ
を
根
付
か
せ

よ
う
と
い
う
動
き
も
一
方
で
は
見
ら
れ
た
。

高
砂
山
の
Ｓ
氏
は
写
真
館
を
経
営
し
て
い
た
が
、
も
と
も
と
音
楽
が
好
き
で
バ
ン

ド
を
組
ん
で
演
奏
を
し
て
い
た
。
昭
和
二
九
年
に
若
い
衆
に
加
入
し
た
が
、
そ
れ

以
前
は
ほ
と
ん
ど
シ
ャ
ギ
リ
に
関
心
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
当
時
、
高
砂
山
で
は

四
ツ
塚
の
人
を
呼
ん
で
シ
ャ
ギ
リ
を
し
て
も
ら
っ
て
い
た
が
、
Ｓ
氏
は
そ
の
リ
ー

ダ
ー
で
あ
っ
た
Ｎ
氏
に
シ
ャ
ギ
リ
を
習
っ
た
。
昭
和
三
二
～
三
三
年
頃
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
Ｎ
氏
は
も
と
も
と
米
原
市
宇
賀
野
（
旧
近
江
町
）
の
生
ま
れ
で
大
工
で

あ
っ
た
。
し
ば
ら
く
長
浜
市
大
戌
亥
（
旧
長
浜
市
）
に
住
ん
で
い
た
時
代
に
そ
こ

で
伝
承
さ
れ
て
い
た
シ
ャ
ギ
リ
を
習
っ
た
。
も
と
も
と
何
に
で
も
器
用
な
人
で
す

ぐ
に
マ
ス
タ
ー
し
、
の
ち
に
移
り
住
ん
だ
四
ツ
塚
で
は
シ
ャ
ギ
リ
は
お
こ
な
わ
れ

て
い
な
か
っ
た
た
め
、
ま
わ
り
の
人
に
教
え
て
長
浜
曳
山
祭
に
も
出
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
。
Ｓ
氏
が
教
わ
っ
た
の
は
こ
の
よ
う
な
経
過
で
四
ツ
塚
に
定
着
し
た
シ
ャ

ギ
リ
で
あ
っ
た
。
最
初
笛
を
覚
え
、
の
ち
に
太
鼓
も
習
っ
た
。
太
鼓
に
つ
い
て
は

こ
の
と
き
簡
単
な
譜
面
を
作
っ
た
。
当
時
、
四
ツ
塚
で
シ
ャ
ギ
リ
を
し
て
い
た
Ｉ

氏
は
船
町
と
田
町
以
外
の
す
べ
て
の
曳
山
に
上
が
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
こ

の
こ
と
か
ら
も
こ
れ
ら
の
山
組
の
シ
ャ
ギ
リ
が
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
Ｓ
氏
は
Ｎ
氏
か
ら
ウ
ー
ヒ
ョ
ー
と
い
う
節
と
師
匠
の
後
ろ
に
す
わ
っ
て

指
使
い
を
見
て
笛
を
覚
え
た
。
昭
和
三
七
年
に
東
京
の
滋
賀
県
人
会
に
呼
ば
れ
て

九
段
会
館
で
狂
言
の
公
演
を
し
た
。
Ｓ
氏
は
こ
の
と
き
シ
ャ
ギ
リ
を
演
奏
し
た
が
、

そ
れ
を
聞
い
て
観
客
が
懐
か
し
さ
に
涙
す
る
の
を
見
て
、
シ
ャ
ギ
リ
の
五
線
譜
に

よ
る
譜
面
化
を
始
め
た
。
昭
和
三
九
年
ご
ろ
に
は
「
御
遣
り
」
・
「
神
楽
」
な
ど
の

五
線
譜
化
は
す
で
に
終
わ
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
昭
和
四
〇
年
に
西
中
学
の
教
諭


