
飛飛
騨騨
・・
美美
濃濃
歌歌
舞舞
伎伎
大大
会会
いい
びび
がが
わわ
２２
００
００
６６

五
月
三
日
（
水
）、久
瀬
公
正
公
民
館
、
揖

斐
川
町
中
央
公
民
館
を
会
場
に
第
十
四
回
飛

騨
・
美
濃
歌
舞
伎
大
会
い
び
が
わ
２
０
０
６

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

開
会
を
前
に
「
三
倉
の
太
鼓
踊
り
」
の
力

強
い
舞
が
大
会
の
開
会
に
花
を
添
え
ま
し
た
。

久
瀬
公
正
公
民
館
の
舞
台
で
は
、
乙
原
歌

い
ち
の
た
に
ふ
た
ば
ぐ
ん

き

く
ま

舞
伎
保
存
会
に
よ
る
『
一
谷

嫩
軍
記

熊

が
い
じ
ん
や

谷
陣
屋
の
段
』
が
上
演
さ
れ
ま
し
た
。

乙
原
歌
舞
伎
は
三
年
に
一
度
、
地
元
の

方
々
に
よ
り
上
演
さ
れ
、
待
ち
わ
び
た
多
く

の
観
客
は
そ
の
舞
台
に
見
入
っ
て
い
ま
し
た
。

揖
斐
川
町
中
央
公
民
館
で
は
、
稚
児
役
者

の
練
り
込
み
の
あ
と
、
宗
宮
町
長
に
よ
る
口

上
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
今
年
の
揖

斐
祭
り
で
行
わ
れ
る
子
供
歌
舞
伎
の
特
別
披

露
が
行
わ
れ
、
下
町
の
子
ど
も
た
ち
に
よ
り
、

『
鎌
倉
三
代
記

三
浦
別
れ
の
段
』
が
上
演

さ
れ
ま
し
た
。
中
央
公
民
館
で
は
、
会
場
に

桟
敷
席
が
設
け
ら
れ
、
よ
り
本
格
的
な
雰
囲

気
の
中
で
、
小
さ
な
役
者
た
ち
の
熱
演
が
繰

り
広
げ
ら
れ
ま
し
た
。

北北
方方
おお
どど
りり
披披
露露

四
月
二
十
日
（
木
）
に
北
方
神
社
で
北
方

お
ど
り
が
披
露
さ
れ
ま
し
た
。
北
方
お
ど
り

は
古
く
か
ら
雨
乞
い
踊
り
と
し
て
伝
え
ら
れ

て
き
た
も
の
を
平
成
五
年
に
復
活
さ
せ
、
今

年
で
十
四
回
目
に
な
る
そ
う
で
す
。

北
方
小
学
校
六
年
の
児
童
が
、
赤
や
黄
色

の
飾
り
を
つ
け
た
「
シ
ナ
イ
」
を
背
負
い
、

太
鼓
を
抱
え
見
事
に
踊
り
ま
し
た
。
そ
の
あ

と
、
き
た
が
た
幼
児
園
の
五
歳
児
に
よ
る
か

わ
い
い
踊
り
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

子
ど
も
た
ち
に
よ
り
地
域
の
伝
統
文
化
が

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

鎌鎌
倉倉
踊踊
をを
披披
露露

四
月
二
十
九
日（
土
）に
岐
阜
県
重
要
無
形

文
化
財
に
も
指
定
さ
れ
て
い
る
鎌
倉
踊
が
東

津
汲
の
白
髭
神
社
で
披
露
さ
れ
ま
し
た
。
訪

れ
た
観
客
は
、
こ
の
勇
壮
な
踊
り
に
見
入
っ

て
い
ま
し
た
。

昨
年
度
の
久
瀬
小
学
校
の
発
表
会
で
は
、

四
年
生
全
員
が
鎌
倉
踊
に
挑
戦
し
ま
し
た
。

祭
礼
で
は
そ
の
成
果
が
十
分
発
揮
さ
れ
、
ザ

イ
を
振
る
か
わ
い
い
子
ど
も
た
ち
の
姿
が
見

ら
れ
ま
し
た
。
子
ど
も
の
数
は
少
な
く
な
っ

て
き
て
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
に
地
域
が
一

体
と
な
っ
て
伝
統
文
化
を
後
世
に
伝
え
た
い

も
の
で
す
。

乙原歌舞伎保存会による歌舞伎の披露

北方おどりの伝統が小学生、幼児園児に受け継がれます鎌倉踊の伝統が伝えられています

子供歌舞伎の披露

三倉の太鼓踊り

宗宮町長による口上
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粕粕
川川
ふふ
れれ
ああ
いい
朝朝
市市
四四
周周
年年
記記
念念
イイ
ベベ
ンン
トト

五
月
七
日
（
日
）、

永
の
粕
川
ふ
れ
あ
い

市
場
で
四
周
年
記
念
の
餅
つ
き
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

雨
天
に
も
関
わ
ら
ず
、
家
族
連
れ
が
立
ち

寄
り
餅
つ
き
を
体
験
し
ま
し
た
。つ
き
あ
が
っ

た
お
餅
に
は
、
町
特
産
の
抹
茶
と
き
な
こ
を

ま
ぶ
し
振
舞
わ
れ
ま
し
た
。
抹
茶
の
お
餅
は

鮮
や
か
な
緑
色
で
、
ほ
ん
の
り
苦
味
を
残
し
、

存
在
感
が
出
て
い
ま
し
た
。

こ
の
市
場
は
、
毎
週
日
・
木
曜
の
午
前
中

に
開
催
さ
れ
て
お
り
、
山
菜
や
季
節
の
農
産

物
が
楽
し
め
ま
す
。

坂坂
内内
道道
のの
駅駅
イイ
ベベ
ンン
トト

五
月
三
日
（
水
）、道
の
駅
「
夜
叉
ヶ
池
の

里
さ
か
う
ち
」
で
記
念
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

当
日
は
朝
市
も
同
時
に
開
催
さ
れ
、
地
元

の
食
材
や
料
理
、
坂
内
地
区
の
特
産
品
が
販

売
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
紙
漉
き
や
わ
ら
細

工
な
ど
地
元
の
技
の
体
験
コ
ー
ナ
ー
が
設
け

ら
れ
、
訪
れ
た
観
光
客
で
に
ぎ
わ
っ
て
い
ま

し
た
。

坂
内
朝
市
は
第
一
日
曜
日
に
道
の
駅
で
開

催
さ
れ
ま
す
。

三三
倉倉
特特
産産
品品
加加
工工
・・
文文
化化
伝伝
承承
施施
設設
完完
成成

揖
斐
川
町
三
倉
特
産
品
加
工
・
文
化
伝
承

施
設
が
完
成
し
、
五
月
三
日
（
水
）
に
竣
工

式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
施
設
は
、
元
気
な
地
域
づ
く
り
交
付

金
事
業
と
し
て
、
三
倉
地
区
に
伝
わ
る
「
三

倉
の
太
鼓
踊
り
」（
県
重
要
無
形
民
俗
文
化

財
）
の
保
存
活
動
や
地
域
資
源
を
活
か
し
た

特
産
品
づ
く
り
を
行
う
た
め
に
整
備
さ
れ
ま

し
た
。

当
日
は
、
三
倉
の
太
鼓
踊
り
の
披
露
が
あ

り
、
続
い
て
テ
ー
プ
カ
ッ
ト
と
式
典
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

谷谷
汲汲
山山
門門
前前
ささ
くく
らら
灯灯
路路
好好
評評

四
月
五
日
か
ら
四
月
十
六
日
の
午
後
七
時

か
ら
九
時
ま
で
の
間
、
谷
汲
山
門
前
の
約
五

十
軒
の
店
舗
が
軒
を
並
べ
る
参
道
の
両
側
に

七
百
基
の
竹
製
の
灯
籠
が
点
灯
し
ま
し
た
。

こ
の
企
画
は
谷
汲
門
前
街
並
づ
く
り
委
員

会
（
今
村
博
正
代
表

委
員
数
四
十
名
）
に

よ
り
今
年
度
初
め
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

竹
を
く
り
ぬ
い
て
作
っ
た
灯
籠
に
点
っ
た

ろ
う
そ
く
の
灯
は
、
咲
き
誇
る
桜
と
門
前
の

街
並
を
幻
想
的
に
彩
り
ま
し
た
。
昼
間
と
は

趣
を
異
に
し
た
「
さ
く
ら
の
ト
ン
ネ
ル
」
に

多
く
の
夜
桜
見
物
の
方
々
が
訪
れ
ま
し
た
。

餅つき体験

三倉の太鼓踊りで完成を祝う竹製の灯籠が町並を照らす
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人人
権権
擁擁
護護
委委
員員
をを
委委
嘱嘱

こ
の
ほ
ど
、
人
権
擁
護
委
員
に
大
西
良
和

さ
ん
（
三
輪
）
と
宮
川
登
美
子
さ
ん
（
東
横

山
）
が
就
任
さ
れ
、
四
月
十
三
日
（
木
）
に

役
場
で
法
務
大
臣
か
ら
の
委
嘱
状
の
伝
達
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

人
権
擁
護
委
員
と
は
、
多
様
化
す
る
地
域

の
中
で
基
本
的
人
権
が
侵
害
さ
れ
な
い
よ
う

絶
え
ず
見
守
り
、
侵
害
が
あ
っ
た
場
合
に
は

そ
の
相
談
相
手
と
な
り
、
適
切
な
処
置
を
講

ず
る
こ
と
に
よ
り
救
済
を
図
り
、
ま
た
人
権

思
想
の
普
及
高
揚
に
努
め
て
い
る
法
務
大
臣

よ
り
委
嘱
さ
れ
た
方
々
で
す
。
今
後
の
ご
活

躍
を
ご
期
待
し
ま
す
。

ごご
長長
寿寿
おお
めめ
でで
とと
うう
ごご
ざざ
いい
まま
すす

四
月
十
八
日
（
火
）
に
西
津
汲
の
高
橋
を

か
と
さ
ん
が
、
四
月
二
十
五
日
（
火
）
に
谷

汲
名
礼
の
河
路
ス
ミ
子
さ
ん
が
九
十
五
歳
の

誕
生
日
を
迎
え
ら
れ
ま
し
た
。

高
橋
さ
ん
は
こ
れ
ま
で
大
き
な
病
気
も
さ

れ
た
こ
と
が
な
く
お
元
気
だ
そ
う
で
す
。
六

十
三
歳
か
ら
八
十
四
歳
ま
で
新
聞
配
達
を
さ

れ
、
よ
く
歩
い
た
こ
と
が
健
康
に
良
か
っ
た

と
話
さ
れ
ま
し
た
。

河
路
さ
ん
は
現
在
は
歌
わ
れ
ま
せ
ん
が
、

昔
か
ら
歌
が
好
き
で
賛
美
歌
な
ど
を
よ
く
口

ず
さ
ん
で
い
た
そ
う
で
す
。

高
橋
さ
ん
、
河
路
さ
ん
に
は
長
寿
の
お
祝

い
と
褒
賞
金
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら

も
お
元
気
で
長
生
き
し
て
く
だ
さ
い
。

「「
岐岐
阜阜
ふふ
るる
ささ
とと
くく
らら
しし
のの
大大
使使
」」
にに
登登
録録

ア
グ
リ
エ
ン
ジ
ョ
イ
ネ
ッ
ト
岐
阜
で
は
、

活
動
で
培
っ
て
き
た
「
農
業
お
よ
び
生
活
技

術
」
に
お
い
て
優
れ
た
技
術
を
持
つ
会
員
を

「
岐
阜
く
ら
し
の
大
使
」
と
し
て
登
録
し
、

そ
の
技
術
や
知
識
を
活
用
し
て
農
業
、
農
村

の
文
化
や
魅
力
あ
る
暮
ら
し
方
を
広
く
紹
介

し
て
い
ま
す
。

四
月
二
十
五
日
（
火
）、谷
汲
の
田
代
す
み

子
さ
ん
（
味
噌
・
ら
っ
き
ょ
う
加
工
技
術
）、

久
瀬
の
矢
野
み
江
さ
ん
（
味
噌
・
味
噌
だ
れ

加
工
技
術
）の
二
名
が
、
今
年
度
新
た
に「
岐

阜
く
ら
し
の
大
使
」
に
登
録
さ
れ
ま
し
た
。

揖
斐
川
町
で
は
、
す
で
に
登
録
さ
れ
て
い
る

春
日
の
坂
東
美
惠
子
さ
ん
（
薬
草
染
め
・
こ

ん
に
ゃ
く
加
工
技
術
）
を
含
め
、
く
ら
し
の

大
使
は
三
名
に
な
り
ま
す
。
今
後
、
地
域
で

の
食
育
推
進
や
地
域
農
産
物
活
用
の
講
習
会

に
講
師
と
し
て
の
活
躍
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

春春
日日
消消
防防
団団
はは
ここ
んん
なな
活活
動動
もも
しし
てて
いい
まま
すす

揖
斐
川
町
春
日
消
防
団
で
は
、
幹
部
研
修

の
一
貫
と
し
て
、
い
つ
起
き
る
か
わ
か
ら
な

い
災
害
に
備
え
て
、
四
月
三
十
日（
日
）に
春

日
管
内
の
林
道
、作
業
道
、谷
な
ど
の
状
況
を

確
認
し
ま
し
た
。特
に
今
年
は
、年
々
増
加
す

る
伊
吹
山
か
ら
国
見
峠
へ
の
北
尾
根
登
山
道

を
中
心
に
実
施
し
、
参
加
し
た
幹
部
団
員
は

真
剣
な
眼
差
し
で
地
形
の
状
況
確
認
を
し
ま

し
た
。
今
後
も
、
町
民
の
皆
さ
ん
が
安
心
し

て
暮
ら
せ
る
よ
う
活
動
を
続
け
て
い
き
ま
す
。

大西さん、宮川さんお願いします
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