
手
が
肩
の
線
か
ら
下
が
ら
な

い
よ
う
に
踊
る
と
き
れ
い
に

踊
れ
ま
す
。

一

二

三

四

五

六

左
足
を
軸
に
両
手
と
共
に
右
へ
体
を

回
し
右
足
を
斜
め
後
ろ
に
引
く

太
鼓
・
カ
チ

太
鼓
・
カ
チ

太
鼓
・
カ
チ

太
鼓
・
カ
チ
カ
チ

太
鼓
・
ド
ン

太
鼓
・
ド
ン

円
陣
を
つ
く
り
、

太
鼓
の
拍
子
に
合
わ
せ

時
計
廻
り
で
踊
り
ま
す
。

踊
り
方

左
足
を
引
い
て
ふ
み
揃
え

手
を
打
つ

左
足
を
や
や
斜
め
前
に

ふ
み
出
す
と
と
も
に
、

右
手
上
左
手
下
に
し
て

右
横
か
ら
両
手
を
左
に
流
し
な
が
ら

左
足
よ
り
歩
を
起
こ
し
右
足
を
出
す

左
足
を
ト
ン
と
ふ
み
揃
え
て

手
を
打
つ
（
体
は
進
行
方
向
）

体
を
左
に
回
し
な
が
ら
両
手
先
を

内
ま
わ
し
に
円
を
描
き
、
ハ
の
字
を

つ
く
る
（
体
は
中
心
を
向
く
）

く
り
か
え
し

大の阪の会
魚沼市教育委員会

　
江
戸
時
代
中
期
頃
、
植
物
の
繊
維
か

ら
作
ら
れ
る
「
越
後
縮
」
は
堀
之
内
宿

に
集
め
ら
れ
、
越
後
三
大
市
場
と
し

て
、
た
い
そ
う
な
賑
わ
い
で
あ
っ
た
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
越
後
縮
は
、
縮
問
屋
に
集
め
ら
れ
主

に
三
国
街
道
の
陸
路
に
よ
っ
て
運
搬

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
と
き

同
時
に
様
々
な
唄
や
踊
り
も
伝
え
ら

れ
、
そ
の
中
に
「
大
の
阪
」
も
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
か
つ
て
は
堀
之
内
の
通
り
を
踊
り

流
し
て
い
ま
し
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
感
染

症
が
流
行
し
た
令
和
二
年
に
は
、
大
の

阪
流
し
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

魚
沼
市 

越
後
堀
之
内
の
歴
史
的
背
景

〒946-8601 新潟県魚沼市小出島910番地
TEL 025-793-7480
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国
指
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重
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無
形
民
俗
文
化
財
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こ
こ
は
「
大
の
阪
」
と
言
っ
て
、
七
ヶ
所
に
曲
が
る
場
所
が

あ
り
ま
す
。
今
お
乗
り
に
な
っ
て
い
る
駒
（
馬
）
を
上
手
に

扱
っ
て
く
だ
さ
い
ま
せ
、
旦
那
様
。

後
継
者
の
育
成
の
取
り
組

み
と
し
て
、
保
育
園
や
小
中

学
校
の
運
動
会
、
体
育
祭
の

他
、
魚
沼
子
ど
も
芸
能
祭
に

も
協
力
し
て
い
ま
す
。

大
の
阪　

ヤ
ー
レ　

七
曲
り
駒
を

　

ハ
ァ
ヤ
レ
ソ
リ
ャ　

よ
く
め
せ
旦
那
様

よ
く
め
せ
駒
を　

南
無
西
方

　

よ
く
め
せ
旦
那
様

歌
い
方

歌　

詞

あ
ら
ま
し

◆ 

大
の
阪
、
七
曲
り
駒
を
よ
く
め
せ
旦
那
様

◆ 

て
ん
ま
町
の
橋
に
ね
て
笠
を
と
ら
れ
た
、
川
風
に

◆ 

三
才
鹿
毛
の
駒
、
江
戸
で
値
が
す
る
、
八
両
す
る

◆ 
十
三
で
糸
を
と
れ
ば
糸
は
ほ
そ
ら
で
、
身
が
細
る

◆ 
十
七
は
篭
の
鳥
、
篭
が
せ
ま
く
て
、
遊
ば
れ
ぬ

◆ 

お
寺
町
後
生
願
う
、
お
ら
も
数
珠
買
う
て
後
生
願
う

◆ 

お
山
の
下
り
藤
、
花
は
咲
け
ど
も
実
は
な
ら
ぬ

◆ 

召
せ
や
め
せ
桔
梗
の
腰
、
桔
梗
は
よ
い
も
の
し
ゃ
ん
と
し
て

◆ 

酒
屋
の
酒
び
し
ゃ
く
、
昼
は
暇
な
い
夜
さ
ご
ざ
れ

◆ 

ふ
れ
や
ふ
れ
肩
と
腰
、
腰
を
ふ
ら
ね
ば
し
な
が
な
い

◆ 

踊
り
場
へ
砂
を
ま
く
、
夜
さ
り
や
約
束
す
な
す
な
と

◆ 

頼
み
ま
す
今
宵
ば
か
、
明
日
は
野
山
の
し
お
れ
草

◆ 

小
川
の
尾
長
鳥
、
小
鮒
く
わ
い
て
ふ
ら
し
ゃ
ら
と

◆ 

油
屋
の
油
火
は
、
細
う
て
長
う
て
と
ろ
と
ろ
と

◆ 

し
ょ
う
と
言
う
た
、
さ
し
ょ
う
と
言
う
た
宿
の
か
か
め
が

　 

邪
魔
入
れ
た

音　

頭
踊
り
子

音　

頭
踊
り
子

盆
踊
り
「
大
の
阪
」
は
魚
沼
市
堀
之
内
の
八
幡
宮
境
内
で
八
月
十
四
日
か
ら
十
六
日
に
踊
ら
れ
ま
す
。

起
源
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
江
戸
中
期
頃
に
越
後
縮
商
人
の
行
き
来
の
な
か
で
伝
え
ら
れ
た

と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
平
成
十
年
に
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

―意味―

継　

承

ステージ発表中学校体育祭での大の阪

小学校での練習風景


