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【
特
集
】
　
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
か
と
う
　
ふ
る
さ
と
を
知
り
、ふ
る
さ
と
を
愛
そ
う
⑥
 

　
神
事
舞
が
奉
納
さ
れ
る
上
鴨
川
住
吉
神
社
の
秋
祭
り
は
十
月
四
日
と
五

日
の
二
日
間
で
す
が
、
祭
祀
に
関
係
す
る
行
事
は
年
間
を
通
し
て
行
わ
れ

て
い
ま
す
。
 

　
そ
れ
ら
の
行
事
の
中
で
も
、
秋
祭
り
と
、
そ
れ
に
関
係
す
る
代
表
的
な

も
の
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
 

四
月
三
日
　
ト
ウ
シ
バ
づ
く
り

十
月
三
日
　
オ
ハ
ケ
立
て

トウシバのあった場所に 
オハケを立てます。 
 

　
當
屋
の
家
で
ト
ウ
シ
バ
づ
く
り
が

行
わ
れ
ま
す
。「
當
屋
」
と
は
、
宮

座
に
お
け
る
若
い
衆
の
役
割
の
一
つ

で
、
そ
の
年
の
祭
り
の
世
話
役
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。
 

　
「
ト
ウ
シ
バ
」
と
は
、
約
五
十
㎝

四
方
の
竹
垣
の
中
に
芝
を
敷
き
、
そ

の
中
央
に
榊
を
刺
し
立
て
た
も
の
で

す
。
そ
の
芝
の
上
に
ウ
チ
ワ
リ
（
栗

の
木
の
板
）
を
置
き
、
お
神
酒
と
お

洗
米
の
カ
ワ
ラ
ケ
を
供
え
ま
す
。
ト

ウ
シ
バ
で
こ
の
場
所
を
清
め
、
當
屋

は
六
か
月
間
の
精
進
に
入
り
ま
す
。
 

　
秋
祭
り
の
宵
宮
の
前
日
、
ト
ウ
シ

バ
を
片
付
け
、
そ
の
場
所
に
オ
ハ
ケ

を
立
て
ま
す
。
こ
の
オ
ハ
ケ
立
て
は
、

宮
座
の
「
神
主
」
と
「
禰
宜
」
に
よ

っ
て
行
わ
れ
ま
す
。
 

　「
オ
ハ
ケ
」
は
、
真
竹
を
十
ｍ
程

で
切
り
落
と
し
、
先
端
を
尖
ら
せ
、

藁
包
み
と
御
幣
を
刺
し
た
も
の
で
す
。

枝
は
上
三
本
を
残
し
ま
す
。こ
の
オ
ハ

ケ
を
目
印
に
、
當
屋
の
家
に
神
様
が

降
り
て
来
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

  　
夕
方
五
時
ご
ろ
に
な
る
と
若
い
衆

が
集
ま
り
太
刀
を
先
頭
に
神
社
に
向

か
い
ま
す
。
途
中
、
神
社
の
前
の
川

に
あ
る
シ
オ
カ
キ
場
で
水
を
浴
び
て

体
を
清
め
ま
す
。
 

【
宮
め
ぐ
り
】
 

　
六
時
ご
ろ
、
衣
装
を
着
替
え
て
準

備
を
済
ま
せ
た
若
い
衆
は
、
境
内
に

あ
る
お
宮
を
一
つ
ひ
と
つ
回
っ
て
拝

ん
で
い
き
ま
す
。
こ
の
時
、
神
様
に

息
を
吹
き
か
け
な
い
よ
う
口
に
榊
の

葉
を
く
わ
え
ま
す
。
拝
み
方
も
独
特

で
、
右
手
を
胸
の
前
に
か
ざ
し
て
軽

く
膝
を
折
っ
て
一
礼
す
る
「
ヘ
ッ
コ

リ
」
と
い
う
作
法
で
行
わ
れ
ま
す
。
 

【
若
い
衆
の
長
床
行
事
】
 

　
長
床
で
「
盃
ご
と
」
や
、
新
し
く

加
入
し
た
者
の
お
披
露
目
が
行
わ
れ

ま
す
。
宵
宮
の
盃
ご
と
に
は
、
村
中

か
ら
供
え
ら
れ
た
甘
酒
が
用
い
ら
れ

ま
す
。
 

【
斎
灯
】
 

　
盃
ご
と
が
終
わ
る
頃
、「
當
屋
の

手
伝
い
」
に
よ
り
斎
灯
が
焚
か
れ
ま

す
。
火
柱
は
十
ｍ
近
く
に
も
達
し
、

火
の
粉
が
夜
空
に
舞
い
上
が
り
ま
す
。
 

【
御
神
楽
】
 

　
斎
灯
が
最
も
燃
え
盛
る
こ
ろ
、
割

拝
殿
に
お
い
て
、
神
主
に
よ
っ
て
御

神
楽
が
舞
わ
れ
ま
す
。
鈴
を
鳴
ら
し

な
が
ら
身
体
を
前
後
に
く
ね
ら
せ
、

足
を
大
き
く
上
げ
て
向
き
を
変
え
ま

す
。
笛
は
若
い
衆
で
す
が
、
太
鼓
や

鼓
、
チ
ョ
ボ
な
ど
は
清
座
で
す
。
盃

ご
と
の
給
仕
役
は
清
座
頭
で
す
。
 

【
宵
宮
の
神
事
舞
】
 

　
斎
灯
の
勢
い
が
弱
ま
っ
て
く
る
と
、

舞
堂
の
前
で
舞
が
始
ま
り
ま
す
。
舞

は
太
刀
舞
か
ら
始
ま
り
、
獅
子
舞
、

田
楽
、
イ
リ
舞
と
続
き
ま
す
。
こ
の

日
は
高
足
と
翁
舞
は
演
じ
ま
せ
ん
。
 

【
村
受
け
・
願
済
】
 

　
願
掛
け
成
就
の
お
礼
の
た
め
に
、

太
刀
舞
か
ら
イ
リ
舞
ま
で
を
奉
納
し

な
お
し
ま
す
。
時
間
が
か
か
る
た
め
、

テ
ン
ポ
を
早
め
て
行
い
ま
す
。
そ
れ

で
も
願
掛
け
の
数
が
多
い
こ
ろ
は
明

け
方
近
く
ま
で
か
か
っ
た
よ
う
で
す
。
 

【
神
祭
り
】
 

　
片
付
け
も
済
ん
で
関
係
者
一
同
が

引
き
上
げ
た
後
に
神
主
、
禰
宜
、
當

屋
の
三
人
の
み
で
行
い
ま
す
。
一
切

が
秘
密
で
公
開
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
 

（右）斎灯の向こう 
で太刀舞が演じられ 
ます。とても神秘的 
な光景です。 

（下）境内で斎灯が 
燃え盛ります。炎と 
ともに祭りのボルテ 
ージも上がっていき 
ます。 

十
月
五
日
　
本
　
宮

【
長
床
行
事
】
　
 

　
午
前
十
一
時
、
宮
座
の
全
員
が
長

床
に
集
合
し
、
盃
ご
と
を
行
い
ま
す
。

こ
の
日
の
盃
ご
と
に
は
、
昨
夜
の「
神

祭
り
の
お
神
酒
」
を
用
い
ま
す
。
若

い
衆
頭
が
横
座
に
、
こ
れ
か
ら
神
事

を
始
め
る
口
上
を
述
べ
、
横
座
も
ね

ぎ
ら
い
の
言
葉
を
か
け
ま
す
。
 

【
ゴ
ホ
ン
ト
ウ
】
 

　
正
午
、
宵
宮
と
同
じ
く
舞
堂
の
前

で
、
太
刀
舞
が
始
ま
り
ま
す
。
舞
自

体
は
昨
夜
と
同
じ
で
す
が
、
本
宮
の

太
刀
舞
は
こ
の
祭
り
の
ハ
イ
ラ
イ
ト

と
も
言
え
る
中
心
的
な
演
目
な
の
で
、

演
者
は
も
ち
ろ
ん
、
見
守
る
者
た
ち

も
緊
張
す
る
よ
う
で
す
。
そ
の
後
も

昨
夜
と
同
様
に
、
獅
子
舞
、
田
楽
、

イ
リ
舞
い
と
続
き
ま
す
。
 

【
高
足
】
 

　
昨
夜
は
演
じ
な
か
っ
た
高
足
が
始

ま
り
ま
す
。
清
座
と
若
い
衆
の
一
人

ず
つ
が
演
じ
ま
す
が
、
思
い
通
り
に

乗
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
で
す
。
 

【
翁
舞
】
 

　
翁
舞
は
「
い
ど
」
「
万
歳
楽
」
「
六

ぶ
ん
」「
翁
」「
宝
物
」「
冠
者
」「
父

尉
」
の
順
で
行
わ
れ
ま
す
。
 

　
こ
の
翁
舞
が
行
わ
れ
て
い
る
最
中

に
、
長
床
で
は
「
當
渡
し
」
と
い
う
、

新
旧
の
當
屋
が
交
代
す
る
儀
式
が
行

わ
れ
ま
す
。
 

【
神
の
相
撲
】
 

　
宮
座
に
入
れ
な
い
次
男
や
三
男
で

組
織
す
る
「
祇
園
座
」
の
メ
ン
バ
ー

に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
子
供
相
撲
で
す
。

最
初
の
一
番
が
「
神
の
相
撲
」
と
呼

ば
れ
、
一
生
に
一
度
だ
け
取
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
二
番
目
以
降
は
一
般

の
男
子
が
取
り
組
み
を
行
い
、
行
司

か
ら
ほ
う
び
を
貰
い
ま
す
。
 

【
太
刀
シ
ョ
ウ
ジ
の
引
き
継
ぎ
】
 

　
相
撲
の
最
中
に
、
若
い
衆
頭
か
ら

来
年
の
若
い
衆
頭
へ
リ
ョ
ン
サ
ン
の

太
刀
の
管
理
が
引
き
継
が
れ
、
こ
れ

を
横
座
、
副
横
座
に
報
告
し
ま
す
。

そ
し
て
最
後
に
盃
ご
と
を
一
献
行
い
、

こ
れ
で
す
べ
て
の
儀
式
は
終
了
と
な

り
ま
す
。
 

【
餅
ま
き
】
 

　
儀
式
が
終
わ
る
と
村
人
た
ち
に
よ

っ
て
素
早
く
の
ぼ
り
や
提
灯
が
片
付

け
ら
れ
ま
す
。そ
し
て
村
の
隣
保
長
に

よ
っ
て
参
拝
者
に
餅
が
ま
か
れ
ま
す
。

こ
れ
は
祭
り
を
盛
り
上
げ
る
た
め
に

戦
後
し
ば
ら
く
し
て
始
ま
り
ま
し
た
。
 

　
宮
座
の
若
い
衆
も
参
加
し
、
こ
れ

が
終
わ
る
と
太
刀
を
先
頭
に
太
鼓
を

打
ち
な
が
ら
村
へ
帰
っ
て
い
き
ま
す
。

太
鼓
の
音
が
聞
こ
え
出
す
と
村
人
た

ち
は
若
い
衆
を
ね
ぎ
ら
う
た
め
に
集

ま
り
、
リ
ョ
ン
サ
ン
の
太
刀
を
頭
上

に
戴
き
ま
す
。
 

リョンサンの太刀を頭に 
戴くと縁起が良い。 

祭
り
の
華
、
本
宮
の
太
刀
舞
。
 

神事舞の数々 
頭に鳥兜、顔にはリョンサン
の鼻高面をかぶり、手には鉾
を持ちます。笛や太鼓の音に
合わせてゆっくりと力強く舞
います。宵宮では若い衆の上
から３番目、本宮では上から
２番目の者が舞います。 

田楽に出たものが１人
ずつ単独で扇を持って
舞います。締太鼓役と
それ以外では動きが異
なります。 

本宮でのみ行われる演目で、足
をかける横棒が付いた長さ１.５ｍ
程度の木の棒に乗りホッピン
グします。前半を清座、後半を
若い衆の１人が務めます。後半
は「もどき」といい、大げさな
身振りでおどけてみせます。 

本宮でのみ行われる演
目で、いど、万歳楽、
六ぶん、翁、宝物、冠
者、父尉の７曲から構
成されます。 

非常に簡素なもので、境
内を一回りするだけなの
で、２０秒程度で終わりま
す。演者は２人で先輩が
前を務めます。 

若い衆の９人が、頭に
ガッソウと呼ばれる被
りものをし、締太鼓、
鼓、サザラ、チョボで
はやしながら左右に舞
い踊ります。 

　
七
百
年
以
上
に
わ
た
り
受
け
継
が

れ
て
き
た
上
鴨
川
住
吉
神
社
の
神
事

で
す
が
、
す
べ
て
が
昔
か
ら
変
わ
っ

て
い
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
ま
で
も
そ
の
時
々
の
課
題
に
応

じ
て
、
祭
祀
の
や
り
方
や
宮
座
の
構

成
な
ど
の
細
部
が
変
更
さ
れ
て
き
ま

し
た
。
 

　
そ
し
て
現
在
、
宮
座
が
直
面
し
て

い
る
大
き
な
課
題
が
過
疎
化
と
少
子

化
に
よ
る
後
継
者
不
足
で
す
。
 

　
昔
の
宮
座
は
「
二
十
四
軒
株
」
と

呼
ば
れ
る
決
ま
っ
た
家
筋
の
長
男
し

か
加
入
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
門

戸
が
開
放
さ
れ
、
上
鴨
川
地
区
に
住

む
氏
子
の
長
男
で
あ
れ
ば
誰
で
も
加

入
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ

れ
で
も
新
規
加
入
者
を
確
保
す
る
こ

と
は
大
変
な
の
で
す
。
 

　
新
規
加
入
者
が
な
け
れ
ば
、
一
年

ご
と
に
変
わ
っ
て
い
く
は
ず
の
祭
り

の
役
の
引
き
継
ぎ
が
で
き
ず
、
い
つ

ま
で
も
若
い
衆
か
ら
卒
業
す
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
行
事
の
際

に
若
い
衆
の
人
数
が
足
り
ず
、
清
座

の
者
が
若
い
衆
の
代
わ
り
を
務
め
た

り
す
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
す
。
 

　
ま
た
、
宮
座
に
加
入
し
て
い
て
も
、

進
学
や
就
職
で
市
外
に
出
て
し
ま
い
、

な
か
な
か
行
事
に
参
加
で
き
な
い
若

い
衆
も
増
え
て
き
て
い
ま
す
。
そ
の

た
め
、
少
し
で
も
若
い
衆
の
負
担
を

減
ら
す
た
め
の
工
夫
も
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
 

　
例
え
ば
、
ト
ウ
シ
バ
を
作
り
オ
ハ

ケ
を
立
て
る
の
は
、
當
屋
に
当
た
っ

て
い
る
若
い
衆
の
家
の
庭
と
い
う
の

が
本
来
で
す
が
、
當
屋
の
負
担
を
少

し
で
も
減
ら
す
た
め
に
、
数
年
前
か

ら
公
民
館
に
立
て
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
 

　
こ
の
よ
う
に
神
事
の
な
ら
わ
し
も

社
会
の
変
化
に
応
じ
て
徐
々
に
そ
の

姿
を
変
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ

の
本
質
は
決
し
て
変
わ
り
ま
せ
ん
。
 

　
今
年
も
十
月
四
日
と
五
日
、
数
百

年
前
と
同
じ
場
所
で
、
同
じ
舞
が
奉

納
さ
れ
ま
す
。
ぜ
ひ
足
を
運
ん
で
み

て
く
だ
さ
い
。
そ
の
幻
想
的
な
光
景

は
、
見
る
人
す
べ
て
を
中
世
へ
と
い

ざ
な
っ
て
く
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
 

「
神
事
」の
こ
れ
か
ら
 

十
月
四
日
　
宵
　
宮

と
う
や
 

か
ん
ぬ
し
 

ね
　
ぎ
 

ご
へ
い
 

さ
か
き
 

さ
い
と
う

む
ら
う
　
　
　
　
が
ん
さ
い

か
ん
ま
つ

ほこ 

た
か
あ
し

ま
ん
ざ
い
ら
く
 

と
わ
た
 

く
わ
じ
ゃ
 

ち
ち
の
 

ろ
く
 

じ
ょ
う
 

ぎ
お
ん
ざ
 

太刀舞（リョンサンの舞） 

高　足 
獅子舞 

田　楽 

イリ舞（扇の舞） 

翁　舞 


