
奥
飛
騨
に
高
麗
獅
子
と
も
呼
ば
れ
る

伝
統
芸
能
が
あ
っ
た

去
る
夏
の
こ
と
で
あ
る
。
西
宮
の
大
手
前

大
学
で
サ
バ
テ
ィ
カ
ル
を
送
っ
て
い
る
と
こ

ろ
に
、
１
通
の
手
紙
が
舞
い
こ
ん
だ
。
第
11

回
桑
原
武
夫
学
芸
賞
の
招
待
状
で
あ
る
。
受

賞
者
は
四
方
田
犬
彦
氏
。
四
方
田
さ
ん
と
は

30
年
来
の
友
人
で
あ
る
だ
け
に
、
う
れ
し
い
。

さ
っ
そ
く
出
席
の
返
事
を
出
す
。
そ
し
て
、

そ
の
日
は
、
は
し
ご
酒
で
先
斗
町
に
ま
で
な

だ
れ
込
み
、
終
電
も
気
に
せ
ず
、
飲
み
に
飲

ん
だ
。

そ
の
席
で
の
こ
と
で
あ
る
。
四
方
田
さ
ん

に
、
長
野
の
別
荘
に
と
誘
わ
れ
た
。
隣
で
、

奥
さ
ん
の
千
恵
さ
ん
も
あ
い
づ
ち
を
打
つ
。

そ
し
て
、
念
を
押
す
か
の
よ
う
に
、
向
こ
う

か
ら
稲
賀
繁
美
さ
ん
が
フ
ラ
ッ
シ
ュ
を
焚
く
。

私
は
、
即
座
に
受
諾
し
た
。
そ
れ
は
、
過
去

に
も
、
彼
の
三
浦
海
岸
の
別
荘
や
月
島
の
書

斎
で
楽
し
く
夏
を
過
ご
し
た
経
験
が
あ
る
か

ら
で
あ
り
、
そ
の
う
え
、
帰
り
に
は
、
飛
騨

の
獅
子
舞
を
調
べ
る
こ
と
も
で
き
る
と
思
っ

た
か
ら
で
あ
る
。

２
０
０
８
年
夏
の
、
私
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ

ー
ク
の
旅
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
始
ま
っ
た
。

送
ら
れ
て
き
た
２
枚
の
葉
書
の
地
図
を
頼
り

に
、
娘
２
人
を
乗
せ
た
車
を
走
ら
せ
、
八
ヶ

岳
自
然
郷
の
彼
の
別
荘
に
直
行
し
た
。
そ
し

て
、
着
い
て
か
ら
は
、
悠
々
と
過
ご
し
た
。

昼
は
、
温
泉
に
浸
る
か
た
わ
ら
、
名
も
な
き

池
の
ま
わ
り
を
散
策
し
、
名
も
知
ら
ぬ
小
鳥

に
餌
を
や
る
。
ま
た
夜
は
、
四
方
田
さ
ん
手

作
り
の
ペ
キ
ン
・
ダ
ッ
ク
に
ワ
イ
ン
を
傾
け

る
有
様
で
あ
っ
た
。

心
身
の
充
電
を
終
え
、
３
日
目
の
朝
は
、

飛
騨
に
向
か
っ
た
。
奥
飛
騨
の
数
河
獅
子

す

ご
う

じ

し

の

こ
と
を
調
べ
る
た
め
で
あ
る
。
な
ぜ
数
河
獅

子
な
の
か
。
実
は
、
私
は
前
年
の
秋
、
飛
騨

神
岡
で
開
か
れ
た
「
第
10
回
全
国
獅
子
舞
フ

ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
に
韓
国
代
表
団
の
団
長
と

し
て
参
加
し
て
い
た
が
、
そ
こ
で
、
高
橋
裕

一
獅
子
博
物
館
館
長
の
発
表
を
拝
聴
す
る
機

会
に
恵
ま
れ
、
数
河
獅
子
が
高
麗
獅
子
と
も

呼
ば
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
知
っ
た
か
ら

で
あ
る
。

数
河
獅
子
の
は
じ
ま
り
に
は

新
羅
の
渡
来
人
が
関
わ
っ
た
ら
し
い

詳
し
く
言
う
と
、
数
河
獅
子
舞
の
チ
ラ
シ

に
は
、「
大
宝
年
間
（
７
０
０
年
頃
）、
新
羅

の
僧
隆
観
が
こ
の
地
に
住
ん
で
い
た
時
、
シ

シ
が
面
白
く
狂
っ
て
い
る
様
を
見
て
、
高
麗

の
芸
術
を
獅
子
舞
に
し
て
後
世
に
残
し
た
も

の
」
で
あ
る
と
書
い
て
あ
る
。
そ
し
て
、

『
続
日
本
紀
』
に
よ
れ
ば
、
隆
観
は
幸
甚
の

子
で
あ
る
。
ま
た
『
日
本
書
紀
』
に
は
、

幸
甚

こ
う
じ
ん

は
行
心

こ
う
じ
ん

で
、
大
津
皇
子
の
謀
反
に
関
わ

り
、
飛
騨
に
流
さ
れ
た
新
羅
の
沙
門
で
あ
る

と
記
さ
れ
て
い
る
。
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要
す
る
に
、
隆
観
は
新
羅
か
ら
の
渡
来
人

の
息
子
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
彼
が
飛
騨
の

神
馬
を
朝
廷
に
献
上
し
、
そ
の
功
で
赦
免
さ

れ
て
還
俗
し
た
あ
と
、
金
財

こ
む
た
か
ら

を
名
乗
っ
て
い

た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
徳
川
家

所
蔵
の
『
大
日
本
史
』
に
「
金こ

ん

氏
蓋
（
新
羅

の
）
王
族
也
」
と
明
記
さ
れ
て
お
り
、『
新

撰
姓
氏
録
』
に
は
、「
金
氏
よ
り
別
れ
て

国
看
連

く
に
ま
ぎ
の
む
ら
じと

な
れ
る
も
の
あ
り
」
と
出
て
い
る

こ
と
か
ら
、
の
ち
に
国
看
連
に
な
っ
た
隆
観

（
金
財
＝
金
宅
良
）
は
、
新
羅
の
王
族
出
身
で

あ
っ
た
こ
と
が
、
推
察
さ
れ
る
。

し
か
も
、
彼
の
神
馬
献
上
に
よ
っ
て
、「
ひ

だ
」
の
漢
字
表
記
が
「
飛
騨
」
に
定
ま
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
、
日
ご
ろ
韓
日

比
較
演
劇
学
を
標
榜
し
て
い
る
私
に
は
、
お

の
ず
か
ら
興
味
が
湧
い
て
く
る
。
現
地
に
行

く
と
、
な
ん
ら
か
の
形
で
隆
観
の
足
跡
が
残

っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
も
っ

と
数
河
獅
子
の
ル
ー
ツ
が
辿
れ
る
か
も
し
れ

な
い
。
と
に
も
か
く
に
も
、
も
う
一
度
、
現

地
に
行
っ
て
み
よ
う
。
そ
の
思
い
が
、
私
を

し
て
、
２
人
の
娘
ま
で
連
れ
て
、
奥
飛
騨
の

数
河
高
原
に
向
か
わ
せ
る
原
動
力
と
な
っ
た
。

１
３
０
０
年
前
の
伝
説
が
残
る

奥
飛
騨
の
文
化
財
を
訪
ね
る

四
方
田
さ
ん
の
別
荘
を
発
っ
て
か
ら
、
途

中
で
松
本
城
と
上
高
地
を
遊
覧
し
た
あ
と
、

高
山
に
入
り
、
町
は
ず
れ
の
安
い
旅
館
に
、

い
わ
ば
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
を
張
っ
た
。
そ
し

て
、
ま
た
３
日
間
、
高
山
の
獅
子
会
館
、
古

川
、
国
府

こ
く
ふ

、
数
河
高
原
に
通
い
、
数
河
獅
子

の
こ
と
を
調
べ
た
。
調
べ
に
あ
た
っ
て
は
、

数
河
獅
子
保
存
会
の
山
村
悟
史
会
長
に
お
世

話
に
な
っ
た
。
彼
は
、
数
河
獅
子
舞
の
奉
納

先
で
あ
る
白
山
神
社
、
松
尾
白
山
神
社
を
は

じ
め
、
隆
観
の
屋
敷
跡
、
馬
頭
観
音
を
祭
る

慈
眼
寺

じ
げ
ん
じ

、
行
心
が
滞
在
し
た
と
さ
れ
る
寿
楽

寺
な
ど
、
縁ゆ

か
りの

地
を
案
内
し
て
く
れ
た
。

な
か
で
も
、
私
は
隆
観
が
獅
子
を
見
た
と

い
わ
れ
る
夫
婦
岩

め
お
と
い
わ

に
関
心
が
あ
っ
た
。
地
名

大
辞
典
の
古
川
数
河
の
欄
に
夫
女
岩

め
お
と
い
わ

と
い
う

小
字
が
載
っ
て
い
る
こ
と
を
話
す
と
、
彼
は

さ
っ
そ
く
母
に
電
話
で
確
か
め
、
そ
こ
に
連

れ
て
行
っ
て
く
れ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
は
小

川
の
流
れ
る
小
さ
な
谷
間
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

伊
勢
市
二
見
町
の
夫
婦
岩
の
よ
う
な
岩
場
は

見
え
な
か
っ
た
。

当
然
で
あ
ろ
う
。
１
３
０
０
年
も
前
の
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
伝
説
上
の
話
で
も
あ

る
。
遺
跡
が
残
っ
て
い
る
ほ
う
が
、
む
し
ろ
お

か
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
私
は
、
こ
の
奥
飛

騨
の
数
河
高
原
の
空
気
を
吸
っ
た
だ
け
で
も
い

い
。
そ
う
思
っ
た
。
そ
し
て
、
火
の
種
を
保

つ
た
め
に
、
口
で
空
気
を
吹
き
こ
ん
で
い
た
原

始
人
と
同
じ
く
、
こ
の
冬
は
、
こ
の
奥
飛
騨

で
吸
っ
た
空
気
を
吹
き
こ
ん
で
「
数
河
獅

子
＝
高
麗
獅
子
」
と
い
う
種
を
暖
め
、
芽
生

え
さ
せ
、
花
を
咲
か
せ
て
み
よ
う
と
思
っ
た
。

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
お
陰
で
涼
し
い
夏

を
過
ご
し
た
が
、
冬
も
ま
た
、
暖
か
く
な
り

そ
う
だ
。a
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