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鹿
踊
り
は
、
岩
手
県
か
ら
宮
城
県
一
帯
に
伝
わ
る

民
俗
芸
能
の
一
つ
だ
。
獅
子
に
も
似
た
鹿
頭
を
被
っ

た
踊
り
手
が
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら
し
、
激
し
く
乱
舞
す

る
。
そ
の
さ
ま
は
勇
壮
で
と
き
に
猛
々
し
い
。
東
北

を
訪
れ
た
岡
本
太
郎
は
こ
れ
を
見
て
大
い
に
感
銘

を
受
け
、
そ
の
印
象
を
い
く
つ
か
の
文
章
や
写
真
に

残
し
て
い
る
。 

　
昨
年
５
月
末
、
宮
城
県
の
南
三
陸
町
を
訪
ね
た
時

に
、
東
日
本
大
震
災
の
津
波
で
壊
滅
し
た
水
戸
部
と

い
う
集
落
で
初
老
の
漁
師
か
ら
興
味
深
い
話
を
聞
い

た
。
家
を
ま
る
ご
と
失
っ
て
し
ま
っ
た
そ
の
方
は
、

被
災
後
し
ば
ら
く
し
て
、
大
事
な
も
の
が
残
っ
て
い

な
い
か
瓦
礫
の
な
か
を
探
し
歩
い
た
と
い
う
。
そ
の

な
か
で
見
つ
け
た
の
が
鹿
踊
り
の
太
鼓
と
衣
装
だ
っ

た
。
き
れ
い
に
洗
っ
て
仲
間
た
ち
と
一
緒
に
避
難
所

で
踊
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、
地
元
の
お
ば
あ
さ
ん
た
ち

が
緊
張
の
糸
が
切
れ
た
よ
う
に
涙
を
流
し
た
と
い
う

の
だ
。
そ
の
集
落
に
は
鹿
踊
り
の
供
養
塔
が
あ
っ
て
、

津
波
に
も
流
さ
れ
ず
残
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
「
生

き
と
し
生
け
る
も
の
の
供
養
の
た
め
に
踊
り
を
奉
納

す
る
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。 

　
興
味
深
い
こ
と
に
鹿
踊
り
は
、
仙
台
藩
、
伊
達
正

宗
の
庶
子
が
宇
和
島
に
入
封
し
て
以
来
、
彼
の
地
に

も
伝
承
し
て
い
る
。
私
が
７
、
８
年
前
に
伊
予
地
方

で
見
た
の
は
、
秋
の
収
穫
祭
で
奉
納
さ
れ
る
「
感
謝

と
祝
福
」
の
踊
り
だ
っ
た
。
剥
製
の
よ
う
な
鹿
頭
は

ど
こ
か
や
さ
し
げ
で
、
踊
り
は
優
美
で
女
性
的
、
も

っ
と
い
え
ば
植
物
的
だ
っ
た
。
あ
の
男
性
的
で
躍
動

感
あ
ふ
れ
る
踊
り
が
こ
う
も
変
わ
っ
て
し
ま
う
の
か
、

と
い
さ
さ
か
衝
撃
を
受
け
た
も
の
だ
。 

　
こ
の
違
い
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
だ
ろ
う
か
。
背
景

に
は
、
厳
し
い
東
北
の
自
然
風
土
と
深
く
関
わ
っ
て

き
た
東
北
人
の
暮
ら
し
が
あ
る
。
先
に
述
べ
た
南
三

陸
町
の
集
落
に
し
て
も
地
形
的
に
海
と
山
が
近
い
。

そ
の
な
か
で
漁
師
た
ち
は
鹿
猟
を
し
て
、
里
山
を
育

て
る
役
割
も
担
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
西
日

本
に
比
べ
る
と
、
生
き
物
の
命
を
奪
わ
な
け
れ
ば
生

き
て
い
け
な
い
。
そ
れ
だ
け
生
活
の
な
か
で
生
き
物

と
の
交
渉
が
濃
密
で
「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
」
す

べ
て
へ
の
供
養
と
鎮
魂
が
リ
ア
ル
な
行
為
で
あ
っ
た
。

西
日
本
で
は
こ
う
し
た
感
覚
は
希
薄
な
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
が
踊
り
の
違
い
に
際
立
っ
て
現
れ
て
い
る
の
だ
。 

    

＊「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
」
へ
の 

　 

供
養
と
鎮
魂 
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は
ら
た
い
け
ん
ば
い
れ
ん 

　
こ
の
よ
う
に
東
北
の
祭
り
や
民
俗
芸
能
に
は
「
鎮

魂
や
供
養
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
濃
密
に
流
れ
て
い
る
。

ね
ぶ
た
や
竿
灯
に
し
て
も
厄
災
を
祓
う
と
い
う
テ

ー
マ
が
あ
る
。
宮
沢
賢
治
に
「
原
体
剣
舞
連
」
と
い

う
岩
手
の
民
俗
芸
能
を
見
て
書
か
れ
た
詩
歌
が
あ

る
が
、
こ
こ
に
登
場
す
る
子
供
た
ち
の
勇
壮
な
剣
舞

も
盆
供
養
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
だ
。〈
３
・
１１
〉
で

多
く
の
町
や
村
が
そ
の
土
地
に
住
む
人
と
と
も
に

流
さ
れ
て
、
大
勢
が
亡
く
な
っ
た
。
一
時
は
東
北
の

夏
祭
り
は
開
催
が
危
ぶ
ま
れ
た
が
、
そ
れ
で
も
被
災

地
の
瓦
礫
の
な
か
か
ら
祭
り
や
民
俗
芸
能
が
次
々

復
活
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
だ
け
人
々
は
祭
り
に
飢
え

て
い
た
し
、
犠
牲
者
の
鎮
魂
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の

だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
も
っ
と
根
源
的
に
は
、
生
き
残

っ
た
人
た
ち
が
、
祭
り
や
民
俗
芸
能
が
そ
の
土
地
に

住
む
証
し
、
生
き
て
い
く
こ
と
へ
の
励
ま
し
で
あ
る

こ
と
を
、
無
意
識
に
感
じ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
東
北
の
人
た
ち
は
、
こ
の
震
災
を

経
験
し
て
、
改
め
て
祭
り
や
民
俗
芸
能
の
力
を
再
発

見
し
た
の
だ
と
思
う
。 

　
と
は
い
え
再
興
は
簡
単
な
話
で
は
な
い
。
神
社
は

祭
り
や
民
俗
芸
能
の
伝
承
母
体
に
も
な
っ
て
い
る
が
、

今
回
の
津
波
で
流
さ
れ
た
り
、
壊
滅
し
た
神
社
や
寺

院
は
相
当
数
に
上
る
。
土
地
を
守
る
神
様
や
、
祖
先

と
の
つ
な
が
り
は
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
と
っ
て

重
要
で
あ
り
、
人
と
人
と
の
絆
、
心
の
拠
り
所
と
し

て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
そ
れ
ら
が

存
続
の
見
通
し
を
失
っ
て
い
る
。
建
前
上
、
国

や
自
治
体
な
ど
の
行
政
は
宗
教
法
人
を
再
建

で
き
な
い
。
神
社
を
支
え
て
き
た
人
た
ち
や
寺

の
檀
家
の
人
た
ち
に
し
て
も
亡
く
な
っ
た
り
、

他
所
へ
避
難
し
た
り
で
支
援
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。 

　
さ
ら
に
は
「
祭
り
の
風
景
」
そ
の
も
の
が
自

然
災
害
で
一
変
し
て
し
ま
っ
た
。
祭
り
は
そ
の

土
地
の
地
形
や
歴
史
が
堆
積
し
て
い
る
風
景

の
中
で
組
み
立
て
ら
れ
て
き
た
も
の
。
た
と
え

ば
神
輿
が
渡
御
し
て
く
る
順
路
ひ
と
つ
と
っ

て
も
、
そ
こ
に
は
土
地
の
歴
史
が
刻
ま
れ
て
い

る
。
そ
れ
ら
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
地
域
で
、

祭
り
を
ど
う
や
っ
て
再
興
す
る
の
か
。
一
か
ら

新
し
く
再
編
す
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
津
波
と

い
う
悲
惨
な
記
憶
を
織
り
込
み
な
が
ら
、
そ
れ

ぞ
れ
の
土
地
で
祭
り
が
ど
の
よ
う
に
新
し
い
シ
ナ
リ

オ
を
も
っ
て
再
興
し
て
い
く
の
か
。
厳
し
い
道
の
り

で
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
。 

    

　
そ
も
そ
も
東
北
の
祭
り
や
民
俗
芸
能
は
、
古
来
連

綿
と
続
い
て
き
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
ま
で

何
度
と
な
く
自
然
災
害
や
飢
饉
に
見
舞
わ
れ
、
そ
の

た
び
に
村
や
集
落
に
住
ん
で
い
た
人
々
は
離
散
し
、

残
っ
た
わ
ず
か
な
人
た
ち
と
他
所
か
ら
の
移
住
者
と

で
新
た
な
村
を
作
る
―
―
そ
の
よ
う
な
過
程
が
延
々

と
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
び
に
祭

り
や
芸
能
の
伝
統
も
途
切
れ
て
し
ま
っ
た
は
ず
だ
が
、

そ
れ
で
も
新
た
な
形
で
再
興
し
、
今
の
時
代
に
引
き

継
が
れ
て
き
た
。
だ
か
ら
私
は
今
回
も
そ
の
よ
う
に

復
興
す
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
被
災

地
の
町
や
村
が
再
編
・
統
合
さ
れ
た
り
、
い
ろ
ん
な

ケ
ー
ス
が
出
て
く
る
だ
ろ
う
し
、
時
間
も
か
か
る
と

思
う
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
や
土
地
で
、
新
し
い
祭

り
や
民
俗
芸
能
を
創
造
す
る
よ
う
な
動
き
が
起
こ
っ

て
く
る
に
違
い
な
い
。〈
３
・
１１
〉
後
の
東
北
各
地
に

お
け
る
祭
り
復
興
の
動
き
を
目
の
当
た
り
に
し
て
き

て
、
そ
の
こ
と
を
確
信
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

　
じ
つ
は
告
白
す
る
と
〈
３
・
１１
〉
が
起
き
て
し
ば
ら

＊
失
わ
れ
た
「
祭
り
の
風
景
」
の 

　 
再
編 

＊
東
北
の
祭
り
や
民
俗
芸
能
に 

　 

新
た
な
光
を 
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あ
い
く
ち 

く
は
、
東
北
の
祭
り
や
芸
能
文
化
の
多
く
は
、
高
齢
化

が
進
ん
で
担
い
手
が
い
な
い
の
で
継
承
は
難
し
い
、
い

ず
れ
自
然
消
滅
せ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
、
と
思
い
込

ん
で
い
た
。
限
界
集
落
の
よ
う
な
問
題
を
避
け
が
た
い

こ
と
と
し
て
傍
観
し
て
い
た
。
だ
が
、
実
際
に
被
災
地

を
少
し
ず
つ
歩
い
て
き
て
、
そ
ん
な
考
え
を
改
め
る
に

至
っ
た
。
被
災
し
た
人
々
が
立
ち
上
が
っ
て
祭
り
や
民

俗
芸
能
を
復
活
さ
せ
、
再
起
へ
と
向
か
う
姿
を
目
の
当

た
り
に
し
て
き
た
か
ら
だ
。
こ
れ
ま
で
厳
し
い
気
候
風

土
の
中
を
し
た
た
か
に
生
き
抜
い
て
き
た
人
々
で
あ

る
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
生
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
東

北
人
に
と
っ
て
の
祭
り
や
民
俗
芸
能
に
新
た
な
光
が

当
て
ら
れ
る
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
る
。 

    

　
約
２０
年
に
わ
た
っ
て
私
は
「
東
北
学
」
を
語
り
続
け
、

東
北
各
地
を
聞
き
書
き
や
取
材
で
め
ぐ
っ
て
き
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
〈
３
・
１１
〉
以
降
、
見
え
て
い
な
か

っ
た
多
く
の
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
。
こ
れ
か
ら
こ

の
地
域
で
何
が
壊
れ
て
消
え
て
い
く
の
か
。
あ
る
い

は
こ
の
厳
し
い
状
況
の
な
か
で
何
が
立
ち
上
が
っ
て

く
る
の
か
。
そ
の
基
底
に
横
た
わ
る
も
の
を
き
ち
ん

と
見
つ
め
直
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
強
く
感
じ

て
い
る
。 

　
そ
れ
も
こ
れ
も
、
私
自
身
こ
れ
ま
で
東
北
を
分
か

っ
た
よ
う
な
気
で
い
た
か
ら
だ
っ
た
。『
お
し
ん
』
の

よ
う
に
、
寒
く
て
暗
く
て
貧
し
い
東
北
は
過
去
の
も

の
、
東
北
は
十
分
に
豊
か
に
な
っ
た
、
と
思
い
込
ん

で
い
た
。
実
際
こ
の
２０
年
で
東
北
は
著
し
く
発
展
し
、

表
面
上
は
そ
う
見
え
た
。
し
か
し
そ
れ
が
震
災
と
原

発
事
故
を
経
て
、
脆
く
て
歪
ん
だ
部
分
が
露
わ
に
な

っ
た
。
貧
し
い
東
北
が
そ
こ
か
し
こ
に
残
っ
て
い
た
。

私
に
と
っ
て
は
ま
る
で
背
後
か
ら
匕
首
で
も
突
き
つ

け
ら
れ
た
思
い
が
し
た
。 

　
産
業
界
の
人
た
ち
と
話
を
し
た
時
に
、
東
北
の
賃

金
は
安
い
、
そ
れ
ゆ
え
賃
金
を
抑
え
て
労
働
力
も
確

保
で
き
る
、
だ
か
ら
東
北
に
工
場
が
建
つ
の
だ
と
聞

か
さ
れ
た
。
私
が
去
年
、
東
北
の
あ
る
村
を
訪
ね
た

時
、
農
家
の
庭
に
機
械
の
部
品
を
作
る
プ
レ
ハ
ブ
の

小
さ
な
工
場
が
あ
っ
た
。
大
企
業
の
孫
請
け
か
末
端

の
製
造
現
場
だ
。
そ
こ
で
近
所
の
女
性
た
ち
が
時
給

３
０
０
円
で
働
い
て
い
た
。
き
わ
め
て
ア
ジ
ア
的
な

風
景
だ
と
思
っ
た
。
国
内
の
製
造
業
は
低
賃
金
を
求

め
て
次
々
と
ア
ジ
ア
に
出
て
い
っ
た
が
、
東
北
に
こ

う
い
う
形
で
残
さ
れ
て
い
る
。
被
災
し
て
家
を
流
さ

れ
た
り
、
家
族
を
失
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
彼
女

た
ち
に
と
っ
て
時
給
３
０
０
円
で
も
大
切
な
仕
事

場
な
の
だ
。 

　
私
は
う
か
つ
に
も
こ
う
し
た
現
場
を
見
過
ご
し
て

い
た
。
正
直
言
っ
て
こ
れ
ま
で
プ
レ
ハ
ブ
の
工
場
や
、

原
発
に
し
て
も
、
民
俗
学
者
と
し
て
の
自
分
の
興
味

の
対
象
外
で
あ
っ
た
。
し
か
し
「
東
北
学
」
は
民
俗

学
で
は
な
く
地
域
学
で
あ
る
。
地
域
学
と
は
地
域
の

総
合
的
な
自
己
認
識
の
た
め
の
学
問
だ
。
地
域
の
あ

 

＊
被
災
地
を
歩
く
こ
と
か
ら
始
め
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東
北
学
「
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２
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●  

●  

●
 

 1
9
5
3
年
東
京
都
生
ま
れ
。
福
島
県
立
博
物
館
長
、
学

習
院
大
学
教
授
。
民
俗
学
を
ベ
ー
ス
に
東
北
の
文
化
や
歴

史
を
掘
り
起
こ
す
「
東
北
学
」
を
提
唱
し
、
山
形
市
の
東
北

芸
術
工
科
大
学
大
学
院
長
、
同
大
東
北
文
化
研
究
セ
ン
タ

ー
所
長
な
ど
を
歴
任
。
2
0
1
1
年
に
は
政
府
の
東
日
本

大
震
災
復
興
構
想
会
議
委
員
、
福
島
県
や
同
県
南
相
馬
市

の
復
興
ビ
ジ
ョ
ン
会
議
の
委
員
を
務
め
る
。
著
書
に
『
岡

本
太
郎
の
見
た
日
本
』（
芸
術
選
奨
文
部
科
学
大
臣
賞
、
ド

ゥ
マ
ゴ
文
学
賞
）、『
増
補
版
　

遠
野
／
物
語
考
』
な
ど
。 

CEL

ね    

お 

ら
ゆ
る
側
面
に
眼
を
こ
ら
す
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で

私
の
東
北
学
の
「
第
２
章
」
と
し
て
は
、
何
よ
り
被

災
地
を
歩
く
こ
と
か
ら
始
め
、
そ
こ
に
埋
も
れ
て
い

る
も
の
を
丹
念
に
掘
り
起
こ
し
て
い
こ
う
と
決
め

た
の
だ
。 

    

　
今
回
の
震
災
に
際
し
て
、
私
が
残
念
に
思
っ
た
の

は
、
日
本
の
民
俗
学
は
被
災
地
の
一
部
の
学
者
を
除

い
て
何
も
発
言
し
て
い
な
い
こ
と
だ
。
こ
れ
に
は
失

望
し
、
民
俗
学
は
終
わ
っ
た
と
さ
え
思
っ
た
。
し
か

し
地
域
学
は
違
う
。
な
す
べ
き
仕
事
は
今
こ
そ
あ
る

と
思
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
地
域
学
は
そ
の
土
地
に

人
々
が
暮
ら
し
て
い
る
限
り
必
要
と
さ
れ
る
か
ら
だ
。

鶴
見
和
子
さ
ん
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
そ
の
地
域
に

住
む
人
た
ち
が
、
自
分
た
ち
が
そ
こ
で
生
き
て
い
く

た
め
の
シ
ナ
リ
オ
を
「
内
発
的
に
求
め
て
い
る
」。
し

か
も
地
域
で
生
ま
れ
育
っ
た
「
根
生
い
」
の
人
た
ち

だ
け
で
な
く
「
余
所
者
」
を
巻
き
込
ん
だ
新
し
い
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
各
地
で
立
ち
上
が
り
、
再
編
の
動
き

が
起
こ
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
宮
城
県
東
松
島
市
の

野
蒜
地
区
に
は
、
明
治
十
年
代
に
国
家
事
業
と
し
て

開
発
が
進
め
ら
れ
た
が
、
結
局
挫
折
し
た
「
野
蒜
築
港
」

の
跡
が
あ
る
。
そ
の
忘
れ
ら
れ
た
土
地
の
記
憶
を
一

生
懸
命
掘
り
起
こ
し
て
、
地
域
活
動
を
進
め
て
い
る

市
民
グ
ル
ー
プ
が
い
る
。
そ
れ
は
「
お
国
自
慢
」
な
ど

で
は
な
く
、
失
敗
を
含
め
た
、
自
分
た
ち
が
住
む
土

地
の
歴
史
を
知
り
た
い
と
い
う
欲
求
か
ら
、
自
然
発

生
的
に
起
こ
っ
て
き
た
活
動
だ
。 

　
こ
れ
か
ら
は
東
北
か
ら
新
し
い
世
界
観
を
発
信
し

て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
先
ほ
ど
も

述
べ
た
よ
う
に
、
東
北
の
風
土
の
中
で
培
わ
れ
た
暮

ら
し
ぶ
り
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
が
必
要
に
な
る
だ
ろ

う
し
、
東
北
人
自
ら
が
震
災
の
記
憶
を
留
め
て
い
く

こ
と
も
大
き
な
テ
ー
マ
に
な
っ
て
く
る
。
そ
う
し
た

一
つ
一
つ
の
記
憶
の
集
積
が
犠
牲
者
へ
の
鎮
魂
に
も

な
り
、
こ
れ
か
ら
東
北
が
進
む
べ
き
方
向
を
考
え
る

よ
す
が
に
も
な
る
だ
ろ
う
。 

　
さ
ら
に
東
北
は
、
原
発
事
故
と
い
う
困
難
に
今
後

も
立
ち
向
か
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
私
は
縁
あ
っ

て
、
計
画
的
避
難
区
域
に
指
定
さ
れ
、
全
村
避
難
し

て
い
る
福
島
県
飯
舘
村
の
人
々
と
話
を
し
て
き
た
。

村
長
は
困
難
な
状
況
の
な
か
覚
悟
を
決
め
て
、
踏
み

と
ど
ま
っ
て
、
す
べ
て
を
引
き
受
け
よ
う
と
し
て
い

る
。
そ
の
姿
勢
に
共
感
す
る
と
と
も
に
、
も
し
か
す

る
と
非
常
に
厳
し
い
条
件
の
な
か
か
ら
、
新
し
い
地

域
に
生
き
る
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
生
ま
れ
て
く
る
か

も
知
れ
な
い
と
密
か
に
感
じ
て
い
る
。
全
て
を
失
っ

て
し
ま
っ
た
村
が
、
そ
の
核
と
な
る
心
は
失
わ
ず
に
、

ど
う
立
ち
上
が
っ
て
い
く
の
か
。 

　
そ
れ
は
瓦
礫
の
中
か
ら
自
然
発
生
的
に
復
活
し
た
、

東
北
各
地
の
祭
り
や
民
俗
芸
能
に
も
通
じ
る
も
の
だ
。

も
ち
ろ
ん
全
て
が
復
活
、
再
生
す
る
わ
け
で
は
な
い

が
私
自
身
、
そ
う
し
た
祭
り
や
民
俗
芸
能
を
応
援
す

る
と
と
も
に
、
被
災
地
か
ら
東
北
学
の
再
編
に
取
り

組
ん
で
い
く
つ
も
り
だ
。 

 （
本
稿
は
、
赤
坂
氏
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
基
づ
い
て
、
編
集
室

に
て
構
成
し
た
も
の
で
す
） 

の  

び
る 

よ    

そ 

＊〈
３
・
１１
〉
以
後
の
地
域
学
の 

　 

可
能
性 

  


