
　

高た
か

部べ

厳い
つ
く
し
ま島
神
社
に
伝
わ
る
獅
子
舞
は
神
楽
舞
で
あ

る
。約
3
0
0
年
前
に
始
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す

が
、日
本
の
獅
子
舞
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
の
か

が
分
か
ら
な
い
の
と
同
じ
く
、そ
れ
は
今
の
と
こ
ろ
不

明
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。し
か
し
、そ
の
始
ま
り
に
伊
勢

の
太だ

い

々だ
い

神か

ぐ

ら楽
と
の
出
会
い
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
。

　

今
か
ら
3
4
1
年
前
の
江
戸
時
代
中
期
、天
和
3

年
3
月
9
日（
1
6
8
3
年
）、波は

止し

浜は
ま

に
松
山
藩
に

よ
っ
て
広
大
な
入い

り
は
ま
し
き

浜
式
塩
田
が
完
成
し
た
。こ
の
良
質

の
塩
の
生
産
は
、米
の
15
万
石
に
値
す
る
と
い
わ
れ
、

松
山
藩
の
財
政
を
豊
か
な
も
の
と
し
た
。

　

波
止
浜
の
湾
は
天
然
の
良
港
で
、塩
の
積
み
出
し
や

参
勤
交
代
に
も
使
わ
れ
て
い
た
。そ
の
後
の
日
本
の
10

州（
国
）塩
に
数
え
ら
れ
る
ま
で
に
至
っ
た
。そ
し
て
塩

田
の
完
成
ま
も
な
く
、塩
の
豊
作
祈
願
の
た
め
伊
勢
の

太
々
神
楽
の
招
聘
が
始
ま
っ
た
。

　

1
9
8
4
年
に
獅
子
舞
の
調
査
を
お
こ
な
っ
た
記

録
に
よ
る
と
、「
子
ど
も
の
こ
ろ
に
太
々
神
楽
が
来
て
、

塩
田
で
奉
納
し
て
い
る
の
を
見
た
こ
と
が
あ
る
」と
い

う
話
の
記
録
が
残
っ
て
い
る
。太
々
神
楽
の
一
行
に
よ

る
獅
子
舞
の
奉
納
は
、そ
の
後
も
続
け
ら
れ
、明
治
期

ま
で
訪
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。そ
の
構
成
は
、太
鼓
、

横
笛
、鐘
、獅
子
使
い
、チ
ャ
リ（
道
化
師
）と
い
っ
た
出

で
立
ち
で
、6
人
か
ら
7
人
の
メ
ン
バ
ー
で
、獅
子
舞

の
道
具
を
納
め
た
台
車
を
引
い
て
や
っ
て
来
て
、チ
ャ

リ
が
面
白
お
か
し
く「
舞ま

い

」や「
曲き

ょ
く

」の
紹
介
を
し
、塩
田

の
5
、6
箇
所
で
獅
子
舞
を
奉
納
し
て
い
た
と
い
う
。

　

太
々
神
楽
の
奉
納
は
一
日
だ
け
で
あ
っ
た
が
、多
く

の
人
々
が
参
拝
に
訪
れ
大
変
賑
や
か
で
あ
っ
た
そ
う

で
あ
る
。

　

奉
納
が
終
わ
る
と
、無
病
息
災
を
願
っ
て
先
を
あ

ら
そ
う
よ
う
に
し
て
、獅
子
頭
で
頭
や
肩
と
い
っ
た
体

の
一
部
を
噛
ん
で
も
ら
っ
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。こ
れ
が

「
頭あ

た
ま

噛が

み
」の
風ふ

う

で
あ
る
。こ
の
風
習
は
高
部
の
獅
子

舞
に
も
み
ら
れ
る
。こ
の
太
々
神
楽
の
奉
納
を
見
た
氏

子
が
感
激
し
、「
自
分
た
ち
で
も
氏
神
様
に
奉
納
し
よ

う
で
は
な
い
か
」と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

高
部
厳
島
神
社
の
高
部
の
獅
子
舞
の
ル
ー
ツ
は
こ

こ
に
あ
り
、今
か
ら
約
3
0
0
年
余
り
の
昔
に
始
ま
っ

た
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。こ
の
こ
と
か
ら
高
部
厳
島

神
社
に
伝
わ
る
獅
子
舞
が
発
祥
の
地
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
。ま
た
、近
隣
の
神
社
か
ら
の
要
請
に
よ
り
、高

部
の
獅
子
舞
を
伝
授
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　

高
部
の
獅
子
舞
の
種
類
は
大
き
く
分
け
る
と「
場ば

使つ
か

い
」と「
継つ

き

獅じ

子し

」と
に
な
る
。「
場
使
い
」は
、獅
子
頭

に「
ユ
タ
ン
」と
呼
ば
れ
る
幌ほ

ろ

を
つ
け
、こ
の
中
に
た
く

さ
ん
の
使
い
手
が
入
っ
て
舞
う
獅
子
舞
の
こ
と
で
あ
り
、

「
継
獅
子
」は
獅
子
頭
を
頭
に
か
ぶ
っ
た
獅し

し

こ

子
児
が
、

も
う
一
人
の
大
人
の
肩
の
上
に
立
ち
、獅
子
舞
を
舞

う
獅
子
舞
で
あ
る
。太
々
神
楽
の「
魁ら

ん

曲ぎ
ょ
く

」と
呼
ば
れ
る

「
曲き

ょ
く

」に
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の
で
あ
る
。

　

私
達
の
遠
い
ご
先
祖
様
は
、「
神
様
は
天
に
お
い
で

て
、私
達
の
生
活
や
村
を
見
守
っ
て
い
た
だ
い
て
い
る

の
だ
」、そ
し
て「
神
様
に
獅
子
舞
を
奉
納
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、神
様
に
お
勇
み
い
た
だ
き
、よ
り
一
層
の
豊

作
と
村
の
安
全
を
守
っ
て
い
た
だ
き
た
い
」と
考
え
て

い
た
。こ
の
こ
と
か
ら「
身
も
心
も
神
様
に
近
づ
き
た

い
」と
い
う
神
を
敬
う
強
い
気
持
ち
か
ら
、上
へ
上
へ
と

狩
かりうど

人の舞
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治
市
無
形
民
俗
文
化
財
」の
指
定
を
受
け
、2
0
0
0

年
4
月
18
日「
愛
媛
県
無
形
民
俗
文
化
財　

今
治
越

智
地
方
に
伝
わ
る
獅
子
舞　

高
部
厳
島
神
社
に
伝
わ

る
獅
子
舞
」の
指
定
を
受
け
た
。こ
れ
は
高
部
の
、ま
た

今
治
市
民
の
永
年
の
念
願
で
あ
っ
た
。

　

1
9
6
9
年
4
月
1
日
当
時
、高
部
の
獅
子
舞
は

7
年
間
途
絶
え
て
い
た
。ま
た
、御
神
輿
も
境
内
の
御お

旅た
び

所し
ょ

の
み
で
執
り
行
わ
れ
る
と
い
っ
た
祭
り
で
あ
っ

た
。

　

1
9
7
0
年
に「
高
部
の
獅
子
舞
再
興
準
備
会
」を

発
足
さ
せ
、1
9
7
1
年
高
部
獅
子
舞
保
存
会
を
発

足
し
、同
年
の
5
月
13
日
高
部
の
獅
子
舞
を
再
興
し

奉
納
す
る
念
願
が
か
な
っ
た
。

　

こ
の
当
時
は
、約
7
年
ぶ
り
に
再
興
が
な
っ
た
獅
子

継
い
で
い
く
立
体
的
な「
継
ぎ
獅
子
」へ
と
発
展
さ
せ
、

「
二
継
ぎ
獅
子
」「
三
継
ぎ
獅
子
」を
誕
生
さ
せ
た
。ま

た
、頂
点
に
は
神
様
か
ら
の
授
か
り
も
の
で
あ
る
子
ど

も
を「
獅
子
児
」と
し
て
立
て
た
。

　
「
獅
子
児
」は
、村
を
継
い
で
い
く
大
事
な
宝
物
で
あ

り
、そ
こ
に
は「
神
様
か
ら
の
授
か
り
も
の
で
あ
る
獅

子
児
を
、氏
子
が
心
を
一
つ
に
し
て
一
致
協
力
し
、支
え

ま
す
、村
を
守
っ
て
い
き
ま
す
」と
い
う
氏
子
の
決
意
と

団
結
を
神
様
の
前
に
誓
い
、身
を
も
っ
て
明
ら
か
に
し

た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
継
ぎ
獅
子
は
、人
々
の
神
様
へ
の
厚
い

思
い
に
よ
っ
て
、始
め
ら
れ
伝
え
ら
れ
、今
日
に
い
た
っ

て
い
る
。

　
「
高
部
の
獅
子
舞
」は
、1
9
8
4
年
8
月
13
日「
今

舞
の
奉
納
に
た
く
さ
ん
の
氏
子
た
ち
で
賑
わ
い
、境
内

を
埋
め
つ
く
し
、獅
子
舞
を
奉
納
す
る
場
所
も
埋
め
尽

く
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
当
時
の
波
止
浜
の
人
口
は
一
万
人
を
超
え
て

い
た
。筆
者
の
小
学
校
時
代
は
一
ク
ラ
ス
が
50
人
近
く

で
４
ク
ラ
ス
あ
り
、同
級
生
は
2
0
0
人
近
く
で
あ
っ

た
。中
学
校
で
は
波
方
町
と
共
立
で
あ
っ
た
た
め
10
ク

ラ
ス
と
な
り
、一
学
年
で
5
0
0
人
近
く
、全
校
生
徒

は
1
5
0
0
人
に
も
な
り
、マ
ン
モ
ス
中
学
校
で
あ
っ

た
。そ
れ
か
ら
60
年
余
り
が
過
ぎ
去
り
、令
和
の
今

日
、波
止
浜
小
学
校
に
入
学
す
る
子
ど
も
た
ち
は
、20

人
ほ
ど
と
な
り
、波
止
浜
地
区
の
人
口
も
5
0
0
0

人
を
割
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
。

　

子
ど
も
も
大
人
も
沢
山
い
て
賑
わ
っ
て
い
た
お
祭
り

も
獅
子
舞
再
興
当
時
と
は
全
く
様
変
わ
り
を
し
て
し

ま
っ
た
。

　

人
口
が
半
数
以
下
に
な
り
、新
し
く
小
学
校
に
入

学
す
る
子
ど
も
た
ち
が
10
分
の
１
に
な
っ
た
今
日
、ど

の
よ
う
に
し
て
伝
統
の
あ
る
高
部
の
獅
子
舞
を
維
持

し
守
っ
て
い
く
か
が
の
し
か
か
っ
て
い
る
。

　

波
止
浜
小
学
校
区
は
、３
地
区
が
あ
り
、そ
れ
ぞ
れ

に
獅
子
舞
が
伝
わ
っ
て
い
る
。20
人
の
内
半
数
が
女
の

子
で
あ
る
と
し
た
場
合
、男
児
が
10
人
し
か
い
な
い
。

こ
の
10
人
が
均
等
に
そ
れ
ぞ
れ
の
獅
子
舞
に
属
し
た

と
し
て
も
、各
団
体
に
は
3
人
し
か
い
な
い
こ
と
と
な

る
。更
に
は
こ
の
3
人
の
内
何
人
が
獅
子
舞
に
参
加

し
、受
け
継
い
で
く
れ
る
か
と
い
う
大
き
な
問
題
が
存

在
す
る
。

　

幸
い
高
部
の
獅
子
舞
は
、今
年
も
幼
稚
園
児
か
ら

小
・
中
・
高
校
生
ま
で
含
め
20
人
の
獅
子
児
を
擁
す
る

こ
と
が
で
き
た
。奇
跡
に
近
い
。こ
れ
も
獅
子
児
の
お

母
さ
ん
方
の
呼
び
か
け
に
、子
ら
が
応
じ
て
く
れ
た
か

ら
実
現
で
き
た
。

獅子児たちによる使
つか

い込
こ

みの獅子舞

二継ぎの獅子舞（雌
めん

獅
じ し

子の舞）
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て
し
ま
っ
て
、日
曜
日
に
も
関
わ
ら
ず
、人
通
り
が
な
い

こ
と
に
は
一
抹
の
不
安
を
抱
え
て
い
た
。開
催
の
時
間

が
迫
り
、た
く
さ
ん
の
親
子
が
来
て
く
れ
た
こ
と
に
、

正
直
安
堵
し
た
。

　

参
加
し
て
く
れ
た
親
子
と
獅
子
児
た
ち
で
二
時
間

余
り
の
楽
し
い
触
れ
合
い
が
で
き
た
。今
回
が
初
め
て

と
な
っ
た
が
、お
母
さ
ん
達
が
す
ご
く
積
極
的
で
、心

強
く
感
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

し
か
し
、今
年
度
す
で
に
継
ぎ
獅
子
が
実
施
で
き
な

い
団
体
も
見
受
け
ら
れ
る
な
ど
、ど
こ
の
神
社
に
伝
わ

る
獅
子
舞
も
危
機
感
を
覚
え
て
い
る
。

　

高
部
の
獅
子
舞
は
、演
目
が
13
演
目
あ
り
、約
五
時

間
近
く
に
及
ぶ
演
目
す
べ
て
に
つ
い
て
保
存
伝
承
を

行
っ
て
き
た
が
、今
後
に
お
い
て
は
、維
持
す
る
こ
と
が

困
難
に
な
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。

　

獅
子
児
た
ち
は
、練
習
が
始
ま
る
と
毎
日
19
時
か

ら
21
時
ま
で
神
社
に
集
ま
り
練
習
を
繰
り
返
す
。獅

子
児
を
連
れ
て
く
る
の
は
お
母
さ
ん
達
で
あ
り
、兄
弟

の
子
ど
も
た
ち
も
共
に
参
集
す
る
。お
父
さ
ん
は
、仕

事
を
終
え
て
そ
の
ま
ま
食
事
を
す
る
間
も
な
く
練
習

に
駆
け
付
け
る
。獅
子
舞
中
心
の
生
活
モ
ー
ド
と
な

る
。春
祭
り
で
約
40
日
間
、夏
の
市
民
の
祭
り
で
30
日

間
、冬
12
月
の
県
民
文
化
祭
参
加
で
30
日
間
、合
わ
せ

て
年
に
1
0
0
日
間
の
練
習
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と
な
る
。

　

現
在
は
、波
止
浜
小
学
校
だ
け
で
は
学
校
の
野
球

部
も
活
動
で
き
ず
、何
校
か
が
一
緒
に
な
っ
て
活
動
を

す
る
と
い
う
現
実
が
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、単
に
波
止
浜
地
区
だ
け
の
問
題
で
は

な
い
。

　

郷
土
に
伝
わ
る
獅
子
舞
に
と
っ
て
は
、今
後
維
持
で

き
る
か
、存
続
が
で
き
る
の
か
と
い
っ
た
前
代
未
聞
の

状
態
に
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、獅
子
児
は
男
児
と
決
ま
っ
て
い
た

が
、女
児
に
も
継
獅
子
は
で
き
な
い
が
、演
目
を
限
定

し
参
加
が
で
き
る
よ
う
に
改
め
た
。

　

2
0
2
3
年
5
月
に
初
め
て
、高
部
の
獅
子
舞
を

広
く
市
民
に
体
験
し
て
も
ら
お
う
と
い
う
試
み
を
、今

治
市
の
中
心
部
の
広
場
に
お
い
て
開
催
し
た
。今
治
市

の
広
報
誌
に
掲
載
し
、地
域
を
問
わ
ず
親
子
で
の
参
加

を
呼
び
か
け
た
。

　

わ
た
し
達
に
は
、高
部
地
区
だ
け
で
は
な
く
市
民
全

体
が
獅
子
舞
に
興
味
を
持
ち
、今
治
地
方
に
お
け
る

代
表
的
な
郷
土
芸
能
に
正
面
か
ら
向
き
合
っ
て
い
た

だ
き
、将
来
に
つ
な
が
れ
ば
と
い
う
強
い
願
い
が
あ
っ

た
。

　

何
十
年
か
昔
で
あ
れ
ば
、獅
子
舞
の
太
鼓
が
聞
こ
え

た
だ
け
で
た
ち
ま
ち
人
だ
か
り
が
で
き
、そ
の
場
が
埋

め
尽
く
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
が
、全
く
様
変
わ
り
を
し

　

ま
た
、学
校
の
ク
ラ
ブ
活
動
の
よ
う
に
他
校
と
一
緒

に
な
っ
て
活
動
を
行
う
と
い
う
よ
う
な
わ
け
に
も
い
か

な
い
。演
目
や
所
作
が
異
な
る
事
や
、祭
礼
日
が
同
じ

で
あ
る
こ
と
が
あ
り
、文
化
財
保
護
上
か
ら
も
そ
の
よ

う
な
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　

高
部
厳
島
神
社
に
伝
わ
る
獅
子
舞
は
、獅
子
舞
発

祥
の
獅
子
舞
で
あ
る
。今
の
子
ど
も
た
ち
が
、こ
の
こ
と

を
誇
り
に
思
い
受
け
継
ぎ
、次
の
世
代
へ
と
伝
承
し
て

く
れ
る
こ
と
を
願
う
ば
か
り
で
あ
る
。

　

高
部
の
獅
子
舞
再
興
か
ら
50
有
余
年
に
な
り
、今

後
ま
す
ま
す
氏
子
が
一
体
と
な
っ
て
保
存
伝
承
に
力
を

注
が
な
い
と
獅
子
舞
の
み
な
ら
ず
、祭
礼
の
運
営
も
難

し
く
な
っ
て
く
る
。危
機
感
を
持
つ
今
日
こ
の
頃
で
あ

る
。

三継ぎ獅子の舞

獅子児たちによる打
う

ち上
あ

げの獅子舞
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