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鉾 ぶ 
三 
節 

舞
楽
の
演
奏
に
当
た
っ
て
、
ま
ず
最
初
に
舞
わ
れ
る
儀
式
的
な
舞
曲
で
あ
る
。
も
と
も
と 

天
地
の
神
と
粗
先
の
霊
に
祈
り
を
捧
げ
、
舞
台
を
清
め
る
宗
教
的
な
意
味
を
も
っ
た
も
の
で 

あ
る
。
舞
人
は
口
に
次
の
よ
う
な
鎮
詞
を
唱
え
な
が
ら
舞
う
。 

 
 
 
 
 
 
 
  

「
天
長
地
久
、
政
和
世
理
、
国
家
太
平
、
雅
音
成
就
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

左
右
の
舞
人
が
一
人
ず
つ
出
て
、
鉾
を
上
下
左
右
に
打
ち
振
っ
て
舞
う
。
ま
ず
左
方
の
舞
人 

が
舞
う
。
次
に
右
方
の
舞
人
が
替
っ
て
舞
い
、
最
後
に
左
右
の
舞
人
が
同
時
に
舞
台
に
登
り 

舞
う
。
こ
れ
を
「
合
鉾
（
あ
わ
せ
ぼ
こ
）
」
と
い
う
。
以
上
の
よ
う
に
三
度
舞
う
こ
と
を
振 

鉾
三
節
（
え
ん
ぶ
さ
ん
せ
つ
）
と
い
い
、
四
天
王
寺
で
は
今
も
な
お
厳
重
に
守
ら
れ
て
い
る
。 

 

一
、
蘭 ら

ん 
 

陵
り
ょ
う 

 

王 お
う 

略
し
て
単
に
陵
王
と
も
い
う
。
一
人
で
舞
う
左
方
の
走
舞(

わ
し
り
ま
い)

と
し
て
大
変
有 

名
で
あ
る
。
普
通
の
舞
は
四
人
で
ゆ
る
や
か
に
舞
う
の
に
比
し
て
、
面
を
つ
け
急
な
拍
手
で 

舞
台
を
走
り
廻
っ
て
舞
う
の
で
走
舞
と
称
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

古
来
こ
の
舞
に
ま
つ
わ
る
伝
説
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
古
代
中 

国
の
南
北
朝
時
代
、
斉
の
国
に
蘭
陵
王
長
恭(

ち
ょ
う
き
ょ
う)

と
い
う
武
勇
才
智
に
長
け
た 

王
が
い
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
王
は
、
顔
形
が
美
し
く
優
し
く
、
戦
場
で
威
令
が
及
ば
な
い
た 

め
、
一
計
を
案
じ
て
、
い
か
め
し
い
龍
の
仮
面
を
か
ぶ
っ
て
周
の
軍
と
金
煽
城
で
戦
っ
た
と 

こ
ろ
、
大
勝
を
博
し
た
。
そ
の
勇
ま
し
い
姿
を
舞
曲
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
右
手
に 

金
色
の
桴(

ば
ち)

を
持
ち
、
曲
の
最
後
に
大
き
く
前
方
を
指
す
手
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
三
軍 

叱
咤
の
姿
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

こ
の
説
話
で
い
え
ば
、
曲
舞
と
も
に
中
国
伝
来
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
面
や
舞 

振
り
が
タ
イ
・
ビ
ル
マ
の
仮
面
に
酷
似
し
て
い
る
点
、
ま
た
曲
の
旋
律
が
き
わ
め
て
南
方
的 

な
色
が
濃
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
イ
ン
ド
シ
ナ
方
面
よ
り
伝
承
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
説
も
あ 

り
、
し
ば
し
ば
林
邑(

り
ん
ゆ
う)

僧
仏
哲
が
伝
来
し
た
林
邑
八
楽
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
こ 

と
も
あ
る
。 

 

一
、
登 と

う 
  

天 て
ん 

  
 
 

楽 ら
く 

こ
の
曲
の
由
来
に
つ
い
て
は
定
か
で
は
な
い
が
、
一
説
に
は
天
を
目
指
し
て
昇
っ
て
行
く 

龍
の
姿
を
象
っ
た
舞
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
朝
鮮
半
島
伝
来
の
舞
楽
の
様
式
で
あ
る
右 

方
高
麗
楽
に
属
す
る
が
、
こ
の
様
式
を
借
り
て
わ
が
国
で
創
作
さ
れ
た
舞
で
あ
る
と
も
言
わ 

れ
て
い
る
。
ま
ず
篳
篥
、
高
麗
笛
の
主
奏
者
に
よ
る
序
吹
き(

じ
ょ
ぶ
き)

に
次
い
で
拍
節
的 

な
楽
曲
に
入
る
と
、
巻
纓
冠(

け
ん
え
い
の
か
ん
む
り)

に
黄
色
地
の
袍
を
着
け
た
蛮
絵
装
束 

の
四
人
の
舞
人
が
舞
台
上
に
現
れ
、
順
次
出
手(

ず
り
て)

を
舞
っ
て
所
定
の
舞
座
に
つ
く
。 

舞
が
始
ま
る
と
、
手
首
を
回
転
さ
せ
る
「
ギ
ロ
リ
」
や
、
腕
を
回
転
さ
せ
る
「
フ
リ
ガ
イ
ナ
」 

と
称
す
る
舞
の
振
り
が
繁
く
繰
り
返
さ
れ
こ
の
舞
の
動
き
を
特
徴
づ
け
て
い
る
。
優
雅
な
中 

に
も
軽
快
さ
を
感
じ
さ
せ
る
舞
と
い
え
る
。 
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