
今
年
の
長
崎
く
ん
ち
の
奉
納
踊
り
に
伝
統
の
丸
山
町
が
41
年
ぶ
り
に
踊
町
と
し
て
参
加

さ
れ
る
事
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
長
崎
く
ん
ち
の
歴
史
に
お
い
て
、
特
筆
す
べ

き
一
大
事
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
「
日
本
の
祭
り
」
を
研
究
し
て
い
る
者
に
と
っ
て
は
願
っ

て
も
な
い
朗
報
で
あ
り
ま
し
た
。
五
月
、さ
っ
そ
く
私
は「
長
崎
く
ん
ち
塾
」を
通
し
て
、
丸

山
町
自
治
会
の
副
会
長
山
口
広
助
さ
ん
に
お
目
に
か
か
り
ま
し
た
。
大
変
温
厚
で
熱
心
な

方
で
、
唐
突
に
訪
ね
た
私
を
温
か
く
受
け
入
れ
て
下
さ
い
ま
し
た
。
私
は
山
口
さ
ん
の
承

諾
を
得
て
、
早
速
丸
山
町
の
「
小
屋
入
り
」
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
く
事
に
な
り
ま
し
た
。

六
月
一
日
朝
七
時
、
私
が
丸
山
町
に
着
い
た
時
、
山
口
さ
ん
と
町
内
会
の
方
々
、
シ
ャ

ギ
リ
組
の
人
達
は
既
に
着
替
え
を
済
ま
さ
れ
、
町
内
一
周
へ
の
出
発
の
時
で
し
た
。

私
は
、
先
ず
シ
ャ
ギ
リ
組
の
う
し
ろ
に
つ
い
て
、
丸
山
町
を
一
周
し
ま
し
た
。
シ
ャ
ギ

リ
を
聞
く
の
は
初
め
て
で
し
た
が
、
清
々
し
い
朝
の
笛
の
音
は
、
一
際
、
遠
く
ま
で
響
く

よ
う
に
思
わ
れ
ま
し
た
。

八
時
三
十
分
、
丸
山
町
の
町
バ
タ
を
持

っ
た
ハ
ッ
ピ
姿
の
境
田
さ
ん
を
先
頭
に
、
紋

付
き
袴
の
世
話
役
、
美
し
い
着
物
姿
の
長

崎
検
番
の
芸
子
衆
と
地
方
、
そ
し
て
笛
、

太
鼓
の
シ
ャ
ギ
リ
が
整
列
し
、町
内
の
人
々

の
見
送
り
を
受
け
、
諏
訪
神
社
へ
向
か
い

ま
し
た
。
行
列
は
思
案
橋
、
寺
町
、
紺
屋

町
を
通
り
、
市
民
会
館
の
横
を
通
っ
て
、

九
時
二
十
分
諏
訪
神
社
に
着
き
ま
し
た
。

そ
こ
で
各
踊
町
は
清
祓
い
を
受
け
、
十

月
の
本
番
に
向
け
て
、
奉
納
踊
り
の
練
習

開
始
を
神
前
に
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

行
列
は
ま
る
で
江
戸
時
代
の
絵
巻
の
よ
う
に
通
り
す
ぎ
、
私
を
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
さ
せ
、

昔
の
長
崎
の
お
も
か
げ
を
偲
ば
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
な
か
で
も
、
私
が
一
番
お
ど
ろ
い
た

の
は
、
思
案
橋
か
ら
諏
訪
神
社
ま
で
の
間
、
丸
山
町
の
行
列
を
温
か
い
目
で
町
の
人
達
が

見
送
り
、「
お
め
で
と
う
」
と
声
を
か
け
て
下
さ
る
人
々
が
沢
山
お
ら
れ
た
事
で
し
た
。

現
在
、
日
本
の
地
域
社
会
は
す
で
に
崩
壊
し
て
し
ま
っ
た
と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、

や
は
り
「
祭
り
」
は
地
域
社
会
の
存
続
と
維
持
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
重
要
な
事
で
は
な

か
ろ
う
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

午
後
の
打
ち
込
み
に
も
参
加
し
ま
し
た
が
、
シ
ャ
ギ
リ
を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
、
な
ん

と
な
く
私
は
、
望
郷
の
念
に
か
ら
れ
、
唐
の
詩
人
・
王
維
の
詩
「
九
月
九
日
・
山
東
の
兄

弟
を
思
っ
て
」
を
思
い
出
し
ま
し
た
。

原
文
は
「
独
在
　
　
　
　
客
、

逢
佳
　
倍
思
　
。
遥
知
兄
弟
登
高
　
、
遍

萸
少
一
人
。」
と
い
う
唐
詩
な
の
で
す
。
そ
の
意
味
は
「
一
人
異
郷
に
住
み
、
知
る
人
も

い
な
い
旅
の
身
は
、
節
句
が
来
る
た
び
に
、
ひ
と
し
お
、
身
内
が
恋
し
く
な
る
。
さ
だ
め

し
、
今
ご
ろ
、
兄
弟
た
ち
は
山
に
登
っ
て
、
皆
は
頭
に
　
萸
（
か
わ
は
じ
か
み
）
を
さ

し
な
が
ら
、
誰
か
一
人
足
り
な
い
ね
と
話
し
合
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
」
で
あ
る
。

「
小
屋
入
り
」に
参
加
さ
せ
て
戴
い
た
私
は
、こ
の
と
き
ホ
ー
ム
シ
ッ
ク
に
な
っ
た
の
で
す
。

こ
れ
は
何
故
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
「
く
ん
ち
」
の
華
麗
な
傘
鉾
や
、
あ
で
や
か
な
出

し
物
は
多
く
の
人
々
を
惹
き
つ
け
る
磁
力
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
私
は
其
の
中
心
と

な
る
踊
町
の
人
達
を
惹
き
つ
け
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
と
考
え
ま
し
た
。
そ
れ
は
「
自

分
の
住
ん
で
い
る
町
へ
の
愛
着
と
誇
り
」
だ
と
言
っ
て
も
、
間
違
い
で
は
な
い
と
思
い
ま

し
た
。

「
祭
り
」
と
は
、
も
と
も
と
神
事
で
あ
り
、
参
加
す
る
人
た
ち
に
「
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
」

を
与
え
、
集
団
統
合
の
機
能
を
は
た
す
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
踊
町
の
人
々
が
、「
く

ん
ち
」
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
が
「
長
崎
っ
子
」
で
あ
り
、
自
分
の
住
ん
で

い
る
町
は
踊
町
で
あ
る
こ
と
を
強
く
確
認
で
き
、
な
お
さ
ら
、「
く
ん
ち
」
と
其
の
地
域

に
対
す
る
愛
着
と
誇
り
を
深
め
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、
一
方
で
は
、
そ
の
同

じ
理
由
で
、「
く
ん
ち
」
に
参
加
で
き
な
い
人
々
に
対
し
て
、
排
除
の
側
面
が
出
て
く
る

こ
と
も
否
定
で
き
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
く
ん
ち
」
を
イ
ベ
ン
ト
、
あ
る
い

は
観
光
の
目
玉
と
し
て
見
つ
め
る
県
外
か
ら
の
観
光
客
と
同
じ
く
、
踊
町
で
な
い
長
崎
市

の
他
の
町
の
人
た
ち
、
あ
る
い
は
県
外
か
ら
長
崎
市
に
流
れ
込
ん
で
く
る
人
た
ち
に
と
っ

て
は
、「
く
ん
ち
」
は
あ
く
ま
で
、
華
麗
な
シ
ョ
ー
で
あ
り
、
自
分
達
の
も
の
で
は
な
く

「
他
人
の
祭
り
」
に
す
ぎ
な
い
と
、
疎
外
感
を
抱
い
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、

そ
の
よ
う
な
「
他
人
の
祭
り
」
に
、
自
ら
参
加
す
る
気
持
が
な
い
と
は
い
え
、
何
か
私
に

は
考
え
さ
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

私
は
長
崎
に
三
年
ほ
ど
留
学
し
て
い
ま
す
が
「
小
屋
入
り
」
に
参
加
さ
せ
て
戴
い
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
国
の
事
を
思
い
、
何
ん
と
は
な
し
に
外
国
人
と
し
て
長
崎
く
ん
ち

に
参
加
す
る
こ
と
に
疎
外
感
を
抱
い
て
い
る
よ
う
で
は
、
ま
だ
ま
だ
長
崎
に
深
く
馴
染
ん

で
い
な
い
証
拠
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
く
ん
ち
」
は
旧
暦
九
月
九
日
が
語
源
だ
と
お

聞
き
し
ま
し
た
。
其
の
九
月
九
日
は
中
国
の
「
重
陽
」
の
節
句
で
あ
り
、
中
国
で
は
重
要

な
行
事
な
の
で
す
。
其
の
日
、
中
国
の
人
達
は
山
や
、
丘
、
あ
る
い
は
高
い
楼
に
上
が
り
、

菊
花
を
浮
か
べ
た
お
酒
を
飲
み
、

萸
ぐ

み

の
実
の
つ
い
た
枝
を
髪
に
さ
し
、
厄
除
け
と
す
る

風
習
が
あ
り
ま
す
。
日
本
で
丸
山
町
の
「
小
屋
入
り
」
に
参
加
し
て
、
母
国
の
古
風
を
思

い
出
し
、
望
郷
の
念
に
耽
る
の
も
祭
り
の
「
魔
力
」
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
し
た
。

長
崎
く
ん
ち
は
、
長
崎
の
人
達
に
と
っ
て
は
、
ふ
る
さ
と
の
風
物
詩
で
あ
り
、「
ふ
る

さ
と
」
そ
の
も
の
で
あ
る
よ
う
で
す
。
時
代
を
経
て
、
今
も
続
い
て
い
る
こ
の
祭
り
は
、

長
崎
っ
子
た
ち
の
記
憶
に
深
く
潜
み
、
事
あ
る
毎
に
心
の
琴
線
に
触
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
思

い
を
呼
び
起
こ
し
続
け
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

し
か
し
、
少
子
化
・
高
齢
化
が
ど
ん
ど
ん
進
ん
で
い
く
日
本
に
お
い
て
は
、「
長
崎
く

ん
ち
」
も
ほ
か
の
他
都
市
の
祭
り
と
同
じ
く
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
よ
う
で

す
。
例
え
ば
、
市
街
地
の
ビ
ル
化
が
す
す
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
都
市
の
な
か
に
お
け
る
近

隣
を
単
位
と
す
る
踊
町
が
そ
の
活
力
を
失
い
、
そ
し
て
、
世
帯
数
、
人
口
数
の
減
少
の
た

め
踊
町
を
辞
退
す
る
町
も
少
な
く
な
い
の
だ
そ
う
で
す
。「
く
ん
ち
」
を
存
続
、
発
展
さ

せ
る
た
め
に
は
、
踊
町
と
踊
町
で
は
な
い
町
の
人
達
を
、「
く
ん
ち
」
の
感
激
の
輪
の
中

に
、
い
か
に
引
き
込
め
る
か
が
、
こ
れ
か
ら
の
課
題
だ
と
感
じ
ま
し
た
。（

観
光
学
専
攻
）

○
八
月
も
二
十
日
と
言
え
ば
、
原
爆
忌
、
お
盆
会
も
、
光
源
寺
の
あ
め
や
の
幽
霊

ゆ
う
れ
い

供

養
も
す
み
、
そ
ろ
そ
ろ
「
秋
ま
つ
り
」
の
準
備
に
取
り
か
か
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
長

崎
の
人
は
言
う
。

○
本
会
創
立
以
来
、
全
面
的
な
御
援
助
を
戴
い
て
い
る
十
八
銀
行
藤
原
和
人
頭
取
に
、

今
回
・
前
野
E
頭
取
に
引
き
続
き
、
駐
長
崎
ポ
ル
ト
ガ
ル
名
誉
領
事
任
命
書
を
六

月
五
日
付
に
て
外
務
省
よ
り
伝
達
の
あ
っ
た
事
・
連
絡
あ
り
、
会
員
一
同
心
よ
り

お
慶
び
申
し
上
げ
て
い
る
。

○
先
日
、
国
土
交
通
省
長
崎
河
川
国
道
事
務
所
よ
り
来
訪
あ
り
、
八
月
は
恒
例
の

「
道
の
週
間
」
で
あ
り
昨
年
同
様
、
本
会
で
も
「
道
に
因
ん
だ
行
事
」
を
企
画
さ
れ

て
戴
き
た
い
と
連
絡
あ
り
。
本
年
は
八
月
十
九
日
（
土
）
女
神
大
橋
よ
り
西
彼
半

島
全
域
の
国
道
に
か
か
る
橋
を
中
心
に
回
る
事
に
し
た
。
コ
ー
ス
は
、
女
神
大
橋
、

外
海
町
の
立
橋
、
大
島
大
橋
、
新
西
海
橋
を
回
り
、
各
「
道
の
駅
」
に
立
ち
寄
り
、

地
方
地
方
の
名
物
を
分
け
て
戴
く
こ
と
に
し
た
。

○
本
会
恒
例
の
海
外
研
修
会
、
本
年
も
長
崎
史
談
会
と
共
催
し
、
十
月
二
十
四
日
よ

り
二
十
九
日
ま
で
実
施
す
る
事
に
し
た
。
今
回
の
コ
ー
ス
は
ザ
ビ
エ
ル
生
誕
五
〇

〇
年
を
記
念
し
、
ザ
ビ
エ
ル
終
焉
の
地
、
上
川
島
を
中
心
に
マ
カ
オ
、
香
港
、
そ

れ
に
阿
片
戦
争
の
地
、
広
東
ま
で
足
を
伸
ば
し
「
広
東
十
三
行
」（
現
博
物
館
）
を

見
学
す
る
。
参
加
希
望
者
は
本
会
事
務
局
（
上
田
）
ま
で
（
電
八
二
一
｜
一
五
四
〇
）

○
九
州
歴
史
博
物
館
（
太
宰
府
市
）
よ
り
九
州
寺
院
研
究
シ
リ
ー
ズ
20
「
筑
前
若
宮

清
水
寺
」
と
「
九
歴
研
究
編
集
31
」
を
戴
い
た
。
同
編
集
に
は
、
大
野
城
出
土
桂

根
の
刻
書
（
杉
原
敏
之
氏
）、
豊
前
出
土
銅
鋺
研
究
（
加
藤
和
歳
氏
）、
太
宰
府
岩

尾
城
の
研
究
（
岡
寺
良
氏
）、
筑
前
高
取
焼
の
研
究
（
副
島
邦
弘
氏
）、
他
に
資
料

紹
介
と
し
て
塚
崎
出
土
土
器
墨
書
状
痕
跡
（
酒
井
芳
司
氏
）、
い
ず
れ
も
立
派
な
研

究
論
文
で
あ
っ
た
。

○
西
日
本
文
化
協
会
（
福
岡
市
）
よ
り
「
西
日
本
文
化
No.

4
2
1
」
を
寄
贈
い
た
だ

い
た
。
今
回
は
福
岡
県
八
女
地
区
文
化
の
特
集
で
あ
っ
た
。
八
女
と
言
え
ば
、
岩

戸
山
古
墳
を
中
心
に
し
た
古
代
文
化
、
八
女
の
人
形

芝
居
、
八
女
茶
等
が
あ
り
、
楽
し
く
読
ま
せ
て
戴
い

た
。

風
信

二
八
九
号
　
平
成
十
八
年
八
月
二
十
日

小
屋
入
り
と
望
郷
の
念

長
崎
国
際
大
学
研
究
室
留
学
生
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丸山町小屋入り風景（山口広助氏提供）


