
地
歌
舞

篠
塚
梅
丈
三
　
舞
の
合



ご
あ
い
さ
つ

出
合
う
も
の
す
べ
て
が
美
し
い
秋
と
成
り
ま
す
。

皆
さ
ま
に
は
、
お
す
こ
や
か
に
お
過
ご
し
の
事
と
存
じ
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
度
は
、
梅
文
三
舞
の
合
も
第
十
五
回
目
と
成
り
ま
し
て
、

こ
こ
冬
青
庵
の
美
し
い
紅
葉
の
お
庭
を
眺
め
乍
ら
迎
え
ら
れ
ま
し
た
事
は
、
大
変
う
れ
し
く
あ
り
が
た
く

こ
れ
も
ひ
と
え
に
お
世
話
頂
き
ま
す
皆
さ
ま
、
そ
し
て
大
き
な
カ
を
く
だ
さ
る
地
方
の
先
生
方
、

そ
し
て
い
つ
も
い
つ
も
ご
支
援
下
さ
る
皆
さ
ま
あ
っ
て
の
こ
と
と
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

又
こ
の
度
は
、
西
川
流
の
西
川
千
景
が
賛
助
出
演
し
て
頂
き
ま
す
。

な
お
い
っ
そ
う
華
や
い
だ
合
に
成
り
ま
す
事
と
楽
し
み
に
致
し
て
居
り
ま
す
。

こ
の
日
の
為
に
出
演
者
l
同
い
っ
し
ょ
う
け
ん
め
い
精
進
致
し
て
参
り
ま
し
た
。

い
っ
時
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
ご
ゆ
っ
く
り
ご
鑑
質
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
頗
い
申
し
上
げ
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

各
　
組

地
歌
　
ひ
な
ぶ
り
　
　
舞
篠
塚
梅
を
二
　
警
一
絃
菊
原
光
治

胡
　
弓
菊
萌
え
子

解
説
　
茨
木
屋
婁
助
作
詞
、
八
百
六
伊
八
作
曲
。

大
阪
の
南
地
五
花
街
の
う
ち
の
有
名
な
島
の
内
の
廓
へ
通
う
駕
籠
か
き
を
薙
材
と
し
た

璃
歌
も
の
。
芝
居
で
も
上
方
の
廓
の
場
で
は
よ
く
下
座
音
楽
と
し
て
使
わ
れ
る
、

は
な
や
か
な
廓
の
送
り
迎
え
の
軽
や
か
な
足
ど
り
に
心
浮
き
立
つ
風
情
の
曲
。

上
方
唄
雄
　
三
　
社
　
　
費
中
谷
美
杏
子
　
竺
絃
倉
格
史
子

小
竹
桃
瑚
　
　
尺
　
八
倉
檎
客
堂

解
説
　
大
阪
の
歌
舞
伎
の
顔
見
せ
で
は
本
狂
言
が
始
ま
る
前
に
祝
儀
物
と
し
て
「
三
番
史
」
と

三
社
が
演
じ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
頃
は
「
三
社
物
」
と
し
て
様
々
な
種
類
の
歌
が
あ
っ
た

よ
う
で
す
が
、
現
在
ま
で
伝
わ
っ
て
い
る
の
は
女
舞
の
「
姫
三
社
」
と
男
舞
の
「
男
三
社
」
の

二
つ
だ
け
で
す
。
明
る
く
敗
や
か
な
曲
。



地
歌
　
八
　
　
島
　
　
舞
西
川
千
景
　
竺
絃
菊
原
光
治

草
　
　
萄
萌
文
子

解
説
　
謡
曲
「
八
島
」
か
ら
由
た
も
の
で
あ
る
。
西
国
行
脚
の
僧
が
四
国
の
八
島
で
漁
簿
の
姿
で

現
れ
た
義
経
の
霊
に
逢
い
、
八
島
の
軍
（
い
く
さ
）
物
語
を
聞
く
が
、
夜
の
明
け
る
と
と
も
に

そ
の
姿
は
消
え
失
せ
た
と
云
う
曲
で
あ
る
。
能
そ
の
ま
ま
の
軍
物
語
で
、
長
刀
や
二
枚
扇

で
の
勇
戦
の
様
を
見
せ
、
弓
を
引
く
型
や
長
刀
を
打
つ
激
し
い
型
も
有
る
。

西
川
流
で
は
長
刀
は
持
た
ず
扇
で
見
せ
る
も
の
で
す
。
そ
し
て
能
の
ご
と
く
義
経
の
霊
は

消
え
、
僧
の
夢
が
さ
め
て
松
風
ば
か
り
が
残
る
の
で
有
る
。

演
奏
　
神
保
三
谷
　
　
尺
八
倉
椿
容
堂

解
説
　
越
後
国
南
蒲
原
郡
下
田
村
（
現
在
の
新
潟
県
三
条
市
下
田
）
に
有
っ
た
明
暗
寺
と
い
う

虚
無
僧
寺
で
伝
承
さ
れ
た
「
三
谷
」
と
い
う
曲
を
明
治
2
8
年
、
同
寺
の
最
後
の
虚
無
僧

で
あ
っ
た
神
保
政
之
助
が
手
を
加
え
芸
術
作
品
と
し
て
編
曲
し
た
も
の
。
「
三
谷
」
と
は

意
味
不
明
で
あ
る
が
、
観
世
音
菩
薩
を
凍
え
る
梵
語
に
由
来
す
る
と
い
う
説
や
深
山
幽
谷

を
意
味
す
る
と
い
う
説
な
ど
が
あ
る
。

地
歌
　
右
　
　
格
　
　
舞
篠
塚
梅
要
一
警
絃
菊
原
光
治

草
　
　
菊
萌
え
子

解
説
　
瀬
川
路
考
作
詞
、
芳
沢
金
七
・
岩
村
藤
四
郎
作
曲
。
初
代
瀬
川
菊
え
丞
が
謡
曲
「
石
橋
」

か
ら
材
を
得
て
所
演
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
芝
居
歌
も
の
。
歌
詞
、
曲
調
と
も
に
叉
終
始

三
下
∴
ソ
で
返
し
て
い
る
点
で
も
長
唄
「
英
執
着
獅
子
」
と
相
似
し
て
い
る
。
前
段
は
牡
丹
が

咲
き
乱
れ
る
初
夏
の
景
色
と
胡
蝶
が
花
に
戯
れ
遊
ぶ
様
に
思
い
迷
う
女
心
を
情
緒
的
に

描
写
し
、
後
段
で
は
舞
楽
の
曲
を
め
で
た
く
舞
い
納
め
千
秋
楽
と
な
る
。

千
秋
楽
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替
助
出
演

西
川
流
　
西
川
千
景

尺
　
八
　
倉
椅
容
堂

敬
三
絃
　
倉
椿
史
子

地
　
方

敬
三
絃
　
菊
原
光
治

草
・
胡
弓
　
萄
萌
文
子

ス
タ
ッ
フ

衣
裳
着
付

髪化
　
粧

衣
裳
製
作

音
響
・
照
明

伊
東
功
男

小
野
如
月
美

清
未
備
子

染
織
工
暮
平
史

子
由
靖
雄

ア
ー
ト
・
ス
テ
ー
ジ

ア
ー
ト
・
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
櫻
井
鼻
知
子

司
　
会
　
　
　
帝
人
小
沢
鼻
を

と
こ
′
　
♯
　
い
あ
ん

冬
青
庵
能
舞
台

（
〇
七
五
）
二
四
一
－
二
二
一
五

千
草
一
十
八
年
十
一
月
二
十
三
日
（
水
・
祝
）

於
冬
青
庵
能
舞
台

開
場
午
後
四
時
三
十
分
　
開
演
午
後
五
時

お
聞
合
せ
花
の
合
（
〇
七
五
）
六
二
ニ
ー
五
六
五
一


