
鐘
踊
り
（
県
無
形
民
俗
文
化
財
）

　

阿
波
国
白
地
の
城
主
大
西
備
中
守
元
武

が
、
１
５
７
７
（
天
正
５
）
年
に
土
佐
の

長
曽
我
部
元
親
に
追
わ
れ
、
伊
予
国
金
川

（
四
国
中
央
市
金
田
町
）
の
轟
城
で
討
死

を
遂
げ
た
。
備
中
守
は
地
方
の
豪
族
と
し

て
善
政
を
施
し
、
民
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
の

人
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
備
中
守
の
没

後
そ
の
一
族
郎
党
は
、
彼
の
善
政
を
称
え
、

徳
を
慕
い
、
そ
の
霊
を
慰
め
る
た
め
に
各

地
に
大
西
神
社
を
建
立
し
、
そ
の
命
日
を

祭さ

い

し祀
と
し
た
。
そ
の
神
社
は
徳
島
県
20
社
、

香
川
県
６
社
、
愛
媛
県
８
社
、
高
知
県
１

社
の
35
社
を
数
え
る
。

　

鐘
踊
り
は
、
大
西
幽
応
斎
源
武
政
が

１
６
９
１
（
元
禄
４
）
年
に
「
大
西
軍
記
」

を
書
き
上
げ
た
時
を
も
っ
て
、
備
中
守
の

霊
を
慰
め
る
た
め
に
始
め
た
と
い
う
伝
え

が
あ
る
が
確
証
は
な
く
、
戦
乱
の
静
ま
っ

た
こ
ろ
つ
く
ら
れ
た
も
の
と
推
測
す
る
し

か
な
い
。
と
も
か
く
、
大
西
神
社
の
例
祭

日
で
あ
る
「
八は

っ
さ
く朔
」
に
奉
納
さ
れ
る
念
仏

踊
り
と
さ
れ
て
い
る
。
現
在
は
踊
り
子
の

小
学
生
の
こ
と
を
考
え
て
、
１
９
８
２(

昭

和
57
）
年
か
ら
８
月
の
最
終
日
曜
日
に
行

わ
れ
て
い
る
。

　

明
治
の
一
時
期
鐘
踊
り
が
途
絶
え
か
け

た
時
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
年
は
赤

痢
が
大
流
行
し
、
36
人
も
の
患
者
が
出
た
。

氏
子
の
１
人
は
夢
う
つ
つ
の
中
に
衣
装
を

つ
け
て
踊
る
姿
が
ち
ら
つ
い
た
。「
こ
れ
は

さ
だ
め
し
、
大
西
様
が
踊
り
を
続
け
る
よ

う
に
と
お
っ
し
ゃ
る
の
だ
ろ
う
」
と
い
う

こ
と
に
な
り
今
日
に
及
ん
で
い
る
。

猿田彦

■
面
（
猿
田
彦
）･･･

成
年
男
子
１
人

　

竹
で
編
ん
だ
か
ご
に
紙
を
張
り
、
棕し

ゅ
ろ櫚
で

つ
く
っ
た
頭
髪
、
天
狗
鼻
を
つ
け
、
朱
色
に

塗
っ
た
面
を
か
ぶ
る
。
さ
ら
に
し
め
縄
を
帯

に
し
て
わ
ら
じ
を
履
く
。
腕
に
は
棕
櫚
を
ぐ

る
り
と
巻
き
つ
け
毛
が
生
え
て
い
る
よ
う
に

見
せ
、
同
様
に
面
の
鼻
と
あ
ご
に
も
髭ひ

げ

を
つ

け
る
。

　

露
払
い
の
先
導
役
と
し
て
行
列
の
先
頭
を

行
き
、
境
内
で
神
事
が
始
ま
る
と
神
官
の
動

作
と
反
対
の
仕し

ぐ
さ種
を
し
た
り
、
踊
り
で
も
反

対
の
所
作
を
し
た
り
す
る
が
定
位
置
は
な
く

１
㍍
ほ
ど
の
両
端
に
紙し

で垂
の
つ
い
た
棒
を

持
っ
て
自
由
奔
放
に
踊
る
。
踊
り
子
中
唯
一

の
道
化
者
で
あ
る
。

■
棒
振
り･･･

成
年
男
子
１
人

　

伊
賀
袴は

か
ま

に
錦
の
陣
羽
織
を
着
て
、
襷た

す
き

を
か

け
鉢
巻
き
を
締
め
て
わ
ら
じ
を
履
く
。
１
・
３

㍍
ほ
ど
の
竹
の
棒
の
両
端
に
五
色
の
紙
垂
で

飾
っ
た
も
の
を
つ
け
、
さ
ら
に
そ
の
部
分
に

鈴
を
つ
け
る
。
棒
自
体
も
竹
鈴
と
な
っ
て
い

て
、
激
し
く
振
る
と
音
を
発
す
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。

　

太
鼓
の
打
ち
方
に
応
じ
て
跳
躍
・
あ
る
い

は
転
身
し
て
踊
り
の
区
切
り
を
示
す
。
激
し

い
跳
躍
を
繰
り
返
し
重
要
な
役
割
を
も
つ
。

■
太
鼓･･･

成
年
男
子
２
人

　

親
太
鼓
・
子
太
鼓
に
分
か
れ
る
が
踊
り
の

（
参
考
資
料　

新
宮
村
誌
、
別
子
山
村･

新

宮
村
民
俗
資
料
調
査
報
告
書
）

　

鐘
踊
り
は
、
形
態
の
異
な
る
四
つ
の
踊
り

「
よ
せ
」「
七
つ
」「
三
つ
」「
九
つ
」
で
構
成

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
四
つ
を
合
わ
せ
て
一ひ

と
に
わ庭

と
呼
び
、
お
よ
そ
40
分
間
、
間
に
休
憩
を
入

れ
な
が
ら
合
計
三み

に
わ庭
踊
る
。
こ
れ
と
は
別
に
、

踊
り
場
に
入
る
際
に
踊
る
「
討
ち
入
り
」
と
、

全
て
の
踊
り
の
終
わ
り
に
踊
る
「
ヤ
レ
ト
ウ
」

と
が
あ
る
。

　

踊
り
の
所
作
に
は
、
お
が
み
・
刃
物
研
ぎ
・

切
れ
味
試
し
な
ど
の
意
味
が
あ
り
、
勇
壮
で

激
し
く
、
唄
が
入
る
部
分
・
締
太
鼓
の
ソ
ロ
・

鐘
も
あ
り
、
に
ぎ
や
か
で
飽
き
さ
せ
ず
、
全

体
を
棒
振
り
と
締
太
鼓
が
リ
ー
ド
す
る
。
ま

た
、
猿
田
彦
が
道
化
師
役
を
演
じ
て
、
楽
し

ま
せ
て
く
れ
る
踊
り
で
あ
る
。

踊
り
の
構
成

次
代
へ
守
り
伝
え
る

特
集

リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
。
五
弁
の
桜
花
を
形
ど
っ

た
台
の
上
に
桜
の
造
花
を
飾
り
つ
け
た
笠
を

頭
に
載
せ
、
伊
賀
袴
に
陣
羽
織
を
着
て
、
襷

を
か
け
、
わ
ら
じ
を
履
く
。

　

陣
太
鼓
を
腹
に
結
び
つ
け
、
両
手
で
打
ち

鳴
ら
し
、
跳
躍
し
な
が
ら
踊
る
。
始
終
静
ま

る
こ
と
な
く
動
く
。

■
鉦か

ね･･･

成
年
男
子
10
人

　

直
径
60
㌢
ほ
ど
の
竹
で
組
ん
だ
丸
い
笠
の

全
周
に
赤
い
紙
垂
を
垂
ら
し
、
笠
の
上
に
は

や
す
ら
い
花
風
の
種
々
の
造
花
や
揚
羽
蝶
・

風
車
を
飾
り
つ
け
た
笠
を
か
ぶ
り
、
裃

か
み
し
もを
着

け
て
草
履
を
履
く
。
蕨わ

ら
び
て手
の
握
り
柄
を
つ
け

た
直
径
15
㌢
ほ
ど
の
鉦
を
左
手
に
持
ち
、
そ

の
柄
に
ひ
も
を
結
び
つ
け
手
か
ら
離
れ
ぬ
よ

う
に
鉦
と
と
も
に
白
布
で
ぐ
る
ぐ
る
と
巻
き

つ
け
る
。
右
手
に
は
五
色
の
紙
垂
で
飾
っ
た

Ｔ
字
型
の
木き

づ
ち槌
を
持
つ
。

　

陣
容
は
、
大
関
側
・
小
関
側
と
そ
れ
ぞ
れ

左
右
に
５
人
ず
つ
縦
に
並
ぶ
。
踊
り
の
間
中
、

大
関
の
笠
に
つ
け
た
風
車
は
ま
わ
り
続
け
て

止
ま
る
こ
と
が
な
い
。

■
ハ
ツ
リ･･･

小
学
生
男
子
４
人

　

伊
賀
袴
に
錦
の
陣
羽
織
を
着
て
、
鉢
巻
を

締
め
、
襷
を
か
け
、
わ
ら
じ
を
履
い
た
凛り

り々

し
い
姿
で
あ
る
。

　

１
㍍
ほ
ど
の
木
製
の
マ
サ
カ
リ
を
持
ち
、

鉦
・
太
鼓
の
音
に
合
わ
せ
て
マ
サ
カ
リ
を
打

ち
お
ろ
す
動
作
の
踊
り
を
繰
り
返
す
。

■
長な

ぎ
な
た刀･･･

小
学
生
女
子
４
人

　

白
衣
に
緋ひ

い

ろ色
の
袴
を
着
け
、
襷
を
か
け
、

白
い
鉢
巻
を
締
め
白
足
袋
で
草
履
を
履
く
。

　

１
・
３
㍍
ほ
ど
の
木
製
の
長
刀
を
持
ち
、
鉦
・

太
鼓
の
音
に
合
わ
せ
て
前
方
に
向
か
っ
て
下

か
ら
上
へ
と
左
右
交
互
に
切
り
上
げ
る
動
作

を
繰
り
返
す
。

　

斜
め
十
字
の
切
り
方
、
襷
が
け
は
悪
魔
払

い
を
意
味
す
る
。

由
来

踊
り
子



守
る

つ
な
ぐ

写真右から
田中義朗君（新宮小中学校 5年）
大西英

えいと

翔君（新宮小中学校 4年）
田中康裕君（新宮小中学校 5年）
由藤　響君（妻鳥小学校 6年）
由藤きららさん（妻鳥小学校4年）
由藤光

こうえつ

悦君（川滝小学校 3年）

伝統をつなぐ児童たち

　

継
承
者
が
毎
年
の
よ
う
に
減
り
続
け
、

わ
ず
か
の
有
志
で
続
け
る
に
は
負
担
が
掛

か
り
過
ぎ
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
滅
び
る
の

で
は
な
い
か
と
心
配
す
る
声
が
高
く
な
り
、

１
９
６
６
年
に
「
鐘
踊
り
保
存
委
員
会
」

が
結
成
さ
れ
、
１
９
７
１
年
に
「
鐘
踊
り

保
存
会
」
に
発
展
し
た
。

　

過
疎
の
始
ま
る
前
の
新
宮
地
域
は
、

１
９
５
０
年
が
６
１
６
０
人
で
、
今
は

１
２
０
０
人
位
。
し
か
も
65
歳
以
上
の
割

合
は
約
50
％
で
、
近
年
で
は
子
ど
も
だ
け

で
な
く
、
大
人
の
人
材
も
不
足
し
て
い
る

現
状
。
そ
の
た
め
数
年
前
か
ら
、
西
庄
地

区
だ
け
で
な
く
、
新
宮
町
や
新
宮
町
出
身

で
、
現
在
町
外
に
住
ん
で
い
る
大
人
や
子

ど
も
に
範
囲
を
広
げ
て
踊
り
手
を
お
願
い

し
て
い
る
。

　

保
存
会
の
由
藤
会
長
は
、「
若
い
人
材
の

確
保
を
目
指
し
て
、
長
き
に
わ
た
り
継
承

し
て
い
き
た
い
。
ま
た
、
機
会
が
あ
れ
ば

さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
、
全
国

に
知
ら
れ
る
よ
う
な
祭
り
に
し
て
い
き
た

い
」
と
更
な
る
発
展
に
意
欲
を
見
せ
る
。

■
地
域
の
協
力

　

鐘
踊
り
に
欠
か
せ
な

い
の
が
マ
サ
カ
リ
や
長

刀
な
ど
の
道
具
だ
。「
限

ら
れ
た
予
算
の
た
め
毎

年
補
修
し
な
が
ら
大
切

に
し
て
い
る
」。
本
番

に
向
け
、
地
域
の
人
が

笠
張
り
作
業
を
行
う
。

■
新
加
入

　

後
継
者
不
足
に
悩
む
鐘
踊
り
だ
が
、
今
年

は
新
宮
小
中
学
校
１
年
の
鈴
木
華は

な奈
さ
ん
と

南
小
学
校
５
年
の
脇　

里
奈
さ
ん
の
２
人
が

新
し
く
参
加
し
た
。

　
「
練
習
期
間
が
２
週
間
あ
る
た
め
、
小
学

生
で
も
十
分
覚
え
る
こ
と
が
可
能
。
指
導

は
、
鐘
踊
り
保
存
会
発
足
当
初
か
ら
踊
り
に

携
わ
っ
て
い
る
藤
田
忠
正
さ
ん
や
石
川
福よ

し
ま
さ督

さ
ん
、
私
が
主
に
行
っ

て
い
る
」
と
由
藤
会
長
。

初
参
加
の
２
人
も
、「
初

め
は
難
し
か
っ
た
け

ど
、
優
し
く
指
導
し
て

く
れ
て
、
だ
ん
だ
ん
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
」

と
口
を
そ
ろ
え
る
。

　
■
家
族
の
協
力

　

鐘
踊
り
の
練
習
は
、
20
時
～
22
時
ま
で

２
週
間
行
わ
れ
る
た
め
、
子
ど
も
た
ち
の

送
迎
に
家
族
の
協
力
が
必
要
で
、
踊
り
手

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
家
族
や
地
域
の
人

支
え
る

　

大
西
神
社
は
、
稲い

な
ぐ
き茎
神
社
の
境
内
社
の

１
社
で
あ
る
小し

ょ
う
し祠
で
、
西
庄
地
区
の
田
之

内
・
倉
六
部
落
（
上
部
落
）
と
大
窪
・
内

野
部
落
（
下
部
落
）
の
代
表
者
が
そ
れ
ぞ
れ
、

責
任
総
代
と
会
計
総
代
に
な
る
。
こ
の
ほ

か
、
各
部
落
総
代
２
人
と
倉
六
１
人
の
計

７
人
が
例
祭
行
事
を
世
話
す
る
。

　

今
年
は
責
任
総
代
が
当
屋
を
引
き
受
け
、

鐘
踊
り
の
世
話
役
と
し
て
、
踊
り
手
た
ち

の
衣
装
を
着
替
え
る
場
所
の
提
供
や
昼
食

の
賄
い
を
振
る
舞
っ
た
。

　

責
任
総
代
の
藤
田
紘
正
さ
ん
は
、「
全
国

的
に
都
市
に
若
者
が
集
中
し
、
高
齢
化
が

進
む
中
、
健
康
面
で
も
体
力
面
で
も
準
備

作
業
に
大
変
で
す
」
と
伝
統
を
継
承
す
る

難
し
さ
を
話
し
な
が
ら
も
、「
鐘
踊
り
は
新

宮
の
ふ
る
さ
と
に
伝
わ
る
貴
重
な
踊
り
で

す
。
こ
の
文
化
を
保
存
継
承
で
き
る
よ
う

に
す
る
の
が
私
た
ち
の
務
め
と
思
っ
て
い

ま
す
」
と
力
を
込
め
る
。

鐘踊り保存会会長
由藤博明さん

写真右から
大西七星さん（新宮小中学校 6年）
脇　里奈さん（南小学校 5年）
鈴木華奈さん（新宮小中学校 1年）
由藤ゆきらさん（妻鳥小学校 2年）
眞鍋ななかさん（新宮小中学校6年）

の
支
え
が
必
要
と
な
る
。

　

片
道
40
分
、
妻
鳥
町
か
ら
家
族
総
出
で

参
加
し
た
由
藤
さ
ん
は
、「
練
習
が
終
わ
っ

て
家
に
帰
り
、
寝
る
頃
に
は
12
時
を
回
っ

て
い
る
。
夏
休
み
じ
ゃ
な
い
と
で
き
な
い
」

と
苦
笑
い
。「
で
も
、
伝
統
あ
る
鐘
踊
り
を

絶
や
し
た
く
な
い
。
子
ど
も
た
ち
も
鐘
踊

り
に
楽
し
ん
で
参
加
し
て
い
る
」
と
前
向

き
だ
。

■
踊
り
手
の
継
承

　

は
つ
り
で
参
加
し
た
由
藤　

響
君
、
長

刀
で
参
加
し
た
眞
鍋
な
な
か
さ
ん
、
大
西

七な

な

せ星
さ
ん
は
、
小
学
６
年
生
の
た
め
今
年

が
最
後
に
な
る
。

　

由
藤
君
は
「
今
年
が
最
後
だ
っ
た
の
で

し
っ
か
り
と
練
習
に
取
り
組
ん
だ
。
練
習

の
か
い
も
あ
っ
て
本
番
で
は
上
手
く
踊
れ

た
の
で
よ
か
っ
た
。
機
会
が
あ
れ
ば
、
棒

振
り
や
太
鼓
、
鉦
に
も
参
加
し
た
い
」。
大

西
さ
ん
は
「
し
ん
ど
か
っ
た
け
ど
最
後
ま

で
で
き
た
。
今
年
は
新
加
入
の
１
年
生
に

教
え
る
こ
と
が
で
き
て
よ
か
っ
た
。
弟
が

い
て
教
え
に
来
る
機
会
が
あ
る
と
思
う
の

で
、
新
し
い
子
が
入
っ
た
ら
、
小
さ
い
子
、

わ
か
ら
な
い
子
に
教
え
て
、
ど
ん
ど
ん
人

が
増
え
れ
ば
い
い
と
思
う
」。
眞
鍋
さ
ん
は

「
鐘
踊
り
が
こ
れ
ま
で
続
い
て
き
た
の
は
い

ろ
ん
な
人
の
お
陰
。
こ
の
凄
い
行
事
に
参

加
で
き
て
う
れ
し
い
。
い
ろ
ん
な
人
に
鐘

踊
り
の
楽
し
さ
を
伝
え
て
、
広
め
て
い
き

た
い
。
機
会
が
あ
れ
ば
、
新
し
い
子
た
ち

に
教
え
て
い
き
た
い
」
と
３
人
と
も
笑
顔

を
見
せ
、
こ
れ
か
ら
も
鐘
踊
り
に
関
わ
っ

て
い
く
こ
と
に
意
欲
を
見
せ
た
。

　

今
、
都
市
化
や
核
家

族
化
、
少
子
高
齢
化
な

ど
の
進
展
に
よ
り
、
地

域
の
連
帯
感
が
薄
れ
る

と
と
も
に
、
地
域
社
会

に
お
け
る
人
間
関
係
の

希
薄
化
も
進
ん
で
い
ま

す
。

　

こ
う
し
た
中
、
鐘
踊

り
が
行
わ
れ
る
西
庄
地

域
で
は
、
鐘
踊
り
保
存

会
が
母
体
と
な
る
こ
と

で
地
域
内
外
か
ら
幅

広
い
年
齢
層
が
集
い
、

３
０
０
年
以
上
続
く
伝

統
を
継
承
し
て
い
く
た

め
、
地
域
が
一
つ
に
ま

と
ま
り
、
守
り
続
け
て

い
ま
す
。

　

そ
こ
に
は
、
地
域
住

民
の
誇
り
と
、
ふ
る
さ

と
へ
の
思
い
が
見
え
て

き
ま
す
。

　

鐘
踊
り
が
人
と
人
と

の
心
の
つ
な
が
り
の
大

切
さ
や
地
域
活
動
の
大

切
さ
を
教
え
て
く
れ
ま

し
た
。

心
を
つ
な
ぐ

当屋でのお接待

 1. 当屋から大西神社へ（道引き）

 2. 踊り坂（30 ㍍の急峻な山道）

 3. 本番前のひととき

 4. 討ち入り

 5. 神事中おどける猿田彦

 6. よせ　7. 七つ

 8. 三つ　9. 九つ

10. ヤレトウ
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8910
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