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火
鉢
の
周
り
を
回
る
舞
で
、
杉
野
原
の
御
田
舞
の
特
徴
を
な

す
大
変
勇
壮
な
も
の
で
す
。

現
在
、
全
国
的
に
も
過
疎
化
に
よ
っ
て
伝
統
芸
能
の
保
存
や

継
承
が
困
難
な
時
代
を
迎
え
る
中
、
保
存
会
を
中
心
と
し
た
杉

野
原
区
民
の
皆
さ
ま
の
並
々
な
ら
ぬ
努
力
に
よ
っ
て
、
数
百
年

以
上
に
も
わ
た
る
伝
統
が
継
承
さ
れ
て
い
ま
す
。
役
者
は
、
自

主
練
習
や
体
力
作
り
を
行
い
な
が
ら
、
週
３
回
程
度
の
練
習
を

行
い
本
番
に
望
み
ま
す
。
田
植
子
は
安
諦
小
学
校
４・６
年
生

が
演
じ
る
予
定
で
、
学
校
と
保
存
会
が
協
力
し
な
が
ら
指
導
を

さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
奉
納
当
日
ま
で
に
は
、
道
具
の
補
修

や
準
備
、
着
付
け
の
確
認
、
舞
台
の
飾
り
や
設
営
な
ど
多
く
の

人
々
の
協
力
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
２
月
11
日
に
は
、

多
く
の
皆
さ
ま
に
こ
の
歴
史
あ
る
伝
統
芸
能
を
ご
観
覧
い
た
だ

き
、
激
励
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

杉
野
原
の
御
田
舞
は
、
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ

れ
て
い
る
伝
統
芸
能
で
す
。
２
月
11
日（
日
）
13
時
か
ら
、
有
田

川
町
杉
野
原
区
の
雨う

錫じ
ゃ
く

寺じ

阿あ

弥み

陀だ

堂ど
う

（
国
指
定
重
要
文
化
財
建
造

物
）
で
奉
納
さ
れ
ま
す
。

御
田
と
は
、
稲
作
の
作
業
工
程
を
模
擬
的
に
演
じ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
の
年
の
五
穀
豊ほ

う

穣じ
ょ
うを
神
仏
に
祈
願
す
る
行
事
で
す
。
高
野
山

周
辺
に
残
る
御
田
は
、「
修し

ゅ

正し
ょ
う

会え

」
と
呼
ば
れ
る
お
正
月
の
仏
教
行

事
の
中
で
行
わ
れ
て
き
た
も
の
が
、
長
い
歴
史
の
中
で
独
立
し
て
行

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
起
源
に

つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
地じ

頭と
う

や
本
家
・
領
家
と
い

っ
た
荘
園
に
関
わ
る
言
葉
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
歴

史
は
少
な
く
と
も
室
町
時
代
に
ま
で
遡
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

杉
野
原
の
御
田
舞
は
、
主
役
で
あ
る
舅

し
ゅ
う
と・

聟む
こ

の
動
作
と
台せ
り

詞ふ

を

中
心
に
、
太
鼓
と
歌
と
の
掛
け
合
い
で
進
行
し
ま
す
。
春
の
田
起

こ
し
か
ら
稲
刈
り
、
籾も

み

す
り
ま
で
の
一
連
の
農
作
業
を
こ
れ
ほ
ど

丹
念
か
つ
克
明
に
演
じ
る
御
田
は
全
国
で
も
例
が
少
な
く
、
大
変

貴
重
な
も
の
と
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
御
田
舞
の
冒
頭
で

行
わ
れ
る
「
裸は

だ
か
な
え
お
し

苗
押
」
は
、
褌
ふ
ん
ど
し

姿
の
男
達
が
円
陣
を
組
ん
で
大

そ
の
67

杉
野
原
の
御お
ん
だ
の
ま
い

田
舞
が
奉
納
さ
れ
ま
す

写真は平成 28年奉納の様子


