
　
市
内
で
は
な
じ
み
深
い
伊
勢
大
神

楽（
獅
子
神
楽
）で
す
が
、
そ
の
歴
史

は
古
く
、
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化

財
に
も
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
貴
重

な
伝
統
芸
能
と
し
て
海
外
公
演
に
招

か
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
い
い
ま
す
。

　
伊
勢
大
神
楽
は
、
江
戸
時
代
に
伊

勢
神
宮
の
神
札
を
授
け
て
諸
国
を
歩

い
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
古
来
、
伊
勢
や
桑
名
市
周
辺
で

竈か
ま
ど

払
い
と
し
て
奉
納
さ
れ
て
い
た
神

楽
が
前
身
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
戦
国
時
代
に
織
田
信
長
に
敗
れ
た

六
角
氏
ゆ
か
り
の
武
士
が
神
職
に
就

い
た
の
が
、
現
在
の
伊
勢
大
神
楽
の

ル
ー
ツ
と
伝
え
る
説
も
あ
る
そ
う
で

す
。

　
伊
勢
大
神
楽
は
、
家
々
を
回
っ
て

伊
勢
神
社
の
神
札
と
福
を
授
け
る
だ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
地
域
の
神
社

や
公
民
館
に
町
民
が
集
っ
て
見
物
す

る「
総
舞
」は
、
人
々
に
と
っ
て
娯
楽

と
交
流
の
場
で
も
あ
り
ま
す
。

　
伊
勢
大
神
楽
と
い
え
ば「
獅
子
舞
」

　

家
々
に
福
を
授
け
る
旅
を
し
な
が

ら
、神
職
と
し
て
の
仕
事
や
稽
古
に
明

け
暮
れ
る
の
で
す
か
ら
、
自
宅
に
は

めっ
た
に
帰
る
こ
と
も
ま
ま
な
ら
ず
楽

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。山
本
勘
太
夫
社
中

も
途
絶
え
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
中

興
の
際「
同
じ
大
神
楽
を
す
る
の
な

ら
、
人
様
に
喜
ば
れ
る
大
神
楽
を
す

る
」を
社
訓
に
し
た
そ
う
で
す
。

　
現
在
の
山
本
勘
太
夫
は
平
成
26
年

に
襲し
ゅ
う
め
い名

し
て
父
の
跡
を
継
い
だ
若
い

家
元
、
社
中
に
は
若
手
の
神
楽
師
が

そ
ろ
っ
て
い
ま
す
。
神
楽
と
い
う
古

で
す
が
、
放
下
芸（
大
道
芸
）や
漫
才

の
よ
う
な
掛
け
合
い
、
囃
子
、
話
芸

も
重
要
な
要
素
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
神
楽
師
は
す
べ
て
の
芸

を
習
得
で
き
る
よ
う
に
、
旅
先
や
宿

の
朝
夕
な
ど
合
間
を
見
つ
け
て
は
、

日
々
稽
古
を
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

典
芸
能
の
伝
統
を
守
り
な
が
ら
、
見

物
す
る
人
た
ち
の
世
代
や
時
代
に
合

わ
せ
た
工
夫
も
し
て
い
る
と
い
い
ま

す
。

　

山
本
さ
ん
は「
交
通
の
便
が
よ
く

な
り
自
宅
に
帰
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
が
、
ほ
か
に
も
厳
し
さ
は
あ
り

ま
す
。
で
も
、
伊
勢
大
神
楽
を

“神か
み
さ
ま
ご
と

様
事
”と
し
て
待
っ
て
い
て
く

れ
る
人
た
ち
が
い
ま
す
。
歴
史
と
伝

統
を
絶
や
さ
な
い
た
め
に
も
、
若
い

神
楽
師
を
育
て
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
」と
話
し
て
い
ま
し
た
。

　
伊
勢
大
神
楽
は
、
2
月
を
中
心
に

市
内
の
町
々
を
回
檀
し
ま
す
。
時
代

の
流
れ
で
共
働
き
世
帯
が
増
え
、
平

日
留
守
の
家
が
増
え
て
も
、決
ま
っ
た

日
に
決
ま
っ
た
地
域
を
回
り
ま
す
。

　
山
本
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
伊
勢
大
神

楽
に
は
、
今
で
も
神
事
・
娯
楽
・
歳

時
記
と
３
つ
の
役
割
が
あ
る
と
い
い

ま
す
。
行
く
先
々
で
求
め
ら
れ
る
役

割
に
は
偏
り
が
あ
る
も
の
で

す
が
、
守
山
は
偏
り
が
少
な

く
す
べ
て
の
役
割
を
バ
ラ
ン

ス
の
よ
く
担
え
る
特
徴
が
あ

る
そ
う
で
す
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
拡
大
で「
総
舞
」が
中

止
に
な
っ
た
り
、
無
病
息
災

　
冷
た
い
風
の
中
、
笛
や
太
鼓
の
囃
子
が
響
き
、
真
っ
赤
な
顔
の
獅
子
舞
が

家
々
を
回
っ
て
踊
る
回か
い

檀だ
ん

の
風
景
が
早
春
の
風
物
詩
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
、
市
内
で
多
く
の
地
域
を
回
檀
す
る
伊
勢
大
神
楽
山や
ま
も
と
か
ん
だ
ゆ
う

本
勘
太
夫
社
中

（
山
本
勘
太
夫
家
元
お
よ
び
同
門
の
神か
ぐ
ら楽
師
）を
取
材
し
ま
し
た
。

と
頭
が
よ
く
な
る
よ
う
に
と
願
っ
て

獅
子
に
頭
を
か
ん
で
も
ら
う
の
を
控

え
た
り
、
伊
勢
大
神
楽
に
も
影
響
が

あ
り
ま
す
が
、山
本
さ
ん
は「
近
江
は

伊
勢
大
神
楽
と
縁
が
深
い
土
地
柄
で

す
。
ま
ち
が
発
展
し
て
も
、
囃
子
が

響
き
、
獅
子
舞
が
歩
く
伝
統
的
な
風

景
を
、
郷
土
の
自
慢
と
思
っ
て
も
ら

え
た
ら
」と
話
し
て
い
ま
し
た
。

獅
子
舞
神
楽
は
国
重
文
の
伝
統
芸
能

社
中
の
信
条
は「
人
様
に
喜
ば
れ
る
大
神
楽
」

獅
子
舞
神
楽
の
風
景
を
郷
土
の
自
慢
に

山本勘太夫社中の皆さん（中央は山本勘太夫家元）

早
春
の
守
山
を
歩
く
獅
子
神
楽
の
山
本
勘
太
夫
社
中

※
写
真
は
昨
年
の
守
山
幼
稚
園
で
行
わ
れ
た
総
舞
と
、1
月
4
日
に
大
津
市
で
行
わ
れ
た
総
舞
の
様
子
。
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