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盛
岡
芸げ

い
ぎ妓

と
は
、
踊
り
や
長
唄
、
常
磐
津
な
ど
の
芸
ご
と

を
身
に
着
け
、
お
座
敷
な
ど
で
芸
の
披
露
と
お
も
て
な
し
を

行
う
女
性
の
こ
と
で
す
。
し
か
も
そ
の
芸
は
明
治
41
年
の
東

北
６
県
連
合
共
進
会
演
芸
の
部
で
優
勝
し
て
い
る
ほ
ど
で
、

全
国
的
に
も
レ
ベ
ル
が
高
い
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ

で
は
そ
ん
な
盛
岡
芸
妓
の
歴
史
や
伝
統
芸
、一
人
前
の
芸
妓

を
め
ざ
す
「
ひ
よ
妓
」
二
人
を
ご
紹
介
。
盛
岡
芸
妓
が
盛

岡
の「
宝
」で
あ
る
こ
と
を
感
じ
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
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平
成
版
　
花
舞
台
千
代
顔
見

わ
ざ
を
ぎ
の
陸
の
奥
な
る
盛
岡
に

く
だ
り
初
に
し
延
寳
の
二
秊
き
さ
ら
ぎ
中
旬
と
か
や

桐
の
一
座
を
打
ち
つ
れ
て
新
丸
御
殿
に
初
め
み
え

梅
に
桜
に
桃
の
花
里
に
名
を
得
し
山
吹
も

な
べ
て
咲
せ
し
狂
言
づ
く
し

君
の
詠
ぞ
か
し
こ
け
れ
か
し
こ
け
れ

靜
が
思
ひ
の
通
じ
て
や

天
和
二
秊
の
卯
の
花
月
に

八
幡
の
神
の
廣
ま
へ
を
か
ざ
る

榊
の
坂
下
に
建
て
し
舞
台
の
初
見
草

昔
を
し
の
ぶ
今
村
が
一
座
の
振
事
見
そ
め
し
よ
り

二
百
年
の
定
舞
台
そ
れ
も
い
つ
し
か
夢
の
あ
と

た
え
て
長
夜
の
菊
見
月
ま
た
咲
か
へ
る

大
正
の
し
か
も
二
秊
に
延
秊
の

四
つ
花
菱
の
松
本
が
一
座
を
こ
こ
に
む
か
ひ
鶴

時
は
う
つ
り
て
平
成
の
世
も
治
ま
り
て
百
歳
を

今
に
重
ね
て
集
い
て
や
舞
う
て
唄
い
て
目
出
度
く
も

末
ひ
ろ
が
り
の
三
つ
銀
杏

千
代
に
常
盤
と
祝
し
け
る

【
解
説
】　
　

　「
花
舞
台
千
代
顔
見
」
は
、
大
正
二
年
の
盛
岡
劇
場
の

舞
台
開
き
で
演
じ
ら
れ
た
浄
瑠
璃
。
当
時
招
か
れ
た
七
代

目
松
本
幸
四
郎
が
盛
岡
芸
妓
と
共
に
披
露
し
て
い
ま
す
。

作
詞
は
塵
中
庵
不
染
（
橘
正
三
）、
作
曲
は
二
代
目
常
磐

津
文
字
兵
衛
、
振
付
け
は
七
代
目
松
本
幸
四
郎
。
盛
岡
劇

場
に
と
っ
て
実
に
貴
重
な
舞
台
で
す
。
同
年
、
盛
岡
劇
場

が
発
行
し
た
「
花
舞
台
千
代
顔
見
」
に
詞
は
あ
り
ま
す
が
、

当
時
は
口
承
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ

り
、
曲
や
振
付
け
の
正
式
な
記
録
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　
平
成
25
年
９
月
、
盛
岡
劇
場
開
場
１
０
０
周
年
記
念
と

し
て
「
平
成
版
　
花
舞
台
千
代
顔
見
」
を
上
演
す
る
に
あ

た
っ
て
、
人
間
国
宝
で
あ
る
常
磐
津
英
寿
師
に
補
作
・
作

曲
を
、
日
本
舞
踊
若
柳
流
四
代
目
家
元
・
若
柳
壽
延
師
に

振
付
け
を
依
頼
。
英
寿
師
の
計
ら
い
で
、
当
初
の
「
花
舞

台
千
代
顔
見
」
に
百
年
の
時
の
流
れ
を
重
ね
た
歌
詞
を
加

え
、
平
成
版
と
し
て
装
い
を
新
た
に
作
ら
れ
た
の
が
「
平

成
版
　
花
舞
台
千
代
顔
見
」
で
す
。

は
な
ぶ
た
い
ち
よ
の
か
お
み
せ

み
ち

え
ん
ぽ
う

に
ね
ん

に
ね
ん

え
ん
ね
ん

は
な
び
し

い
ち
ざ

ま
つ
も
と は

な
づ
き

に
ね
ん

な
か
ば

き
り

う
め

は
つ

さ
く
ら

も
も

し
ずて

ん
わ

や
は
た

む
か
し

い
ち
ざ

な
が
よ

き
く
み
づ
き

た
い
し
ょ
う

ふ
り
ご
と
み

ふ
た
も
も
と
せ

じ
ょ
う
ぶ
た
い

い
ま
む
ら

ぶ
た
い

は
つ
み
ぐ
さ

さ
か
き

さ
か
し
た

つ
う

か
み

ひ
ろ

ゆ
め

さ
き

つ
る

よ

お
さ

と
き

い
ま

か
さ

す
えち

よ

み

い
ち
ょ
う

と
き
わ

つ
どし

ゅ
く

う
た

ま

へ
い
せ
い

も
も
と
せ

め
で
た

よ

お
も

は
な
さ
と

な

さ
か

き
み

な
が
め

き
ょ
う
げ
ん

え

や
ま
ぶ
き

い
ち
ざ

し
ん
ま
る
ご
で
ん

ううた

そ
め

お
く

も
り
お
か
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◆
幡
街
芸
妓
と
本
街
芸
妓

　
か
つ
て
八
幡
町
と
本
町
は
そ
れ
ぞ
れ
幡
街
、
本
街
と
よ
ば

れ
る
花
街
で
、
盛
岡
芸
妓
は
幡ば
ん
が
い街
芸
妓
と
本ほ
ん
が
い街
芸
妓
に
分

か
れ
て
い
ま
し
た
。
幡
街
の
料
亭
は
主
に
商
家
の
だ
ん
な
衆

が
、
官
庁
街
の
本
街
の
料
亭
は
主
に
役
人
や
政
治
家
が
利

用
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
幡
街
芸
妓
と
本
街
芸
妓
は
気
質
も

違
い
、
と
も
に
芸
を
競
い
合
っ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

ち
な
み
に
明
治
44
年
正
月
の
新
聞
広
告
に
よ
る
と
、
幡
街

芸
妓
は
54
人
、
本
街
芸
妓
は
41
人
で
、
料
亭
の
数
は
河
南

地
区
で
11
軒
、
河
北
地
区
で
19
軒
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
八
幡

町
に
は
遊
郭
も
あ
り
ま
し
た
が
、
盛
岡
芸
妓
は
そ
こ
で
の
遊

女
や
酌
婦
と
は
一
線
を
画
し
、
身
持
ち
が
固
く
品
格
が
高
い

と
い
う
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
街
に
は
、
芸
妓
を
登
録
管
理
す
る
事
務
所

「
函は
こ
ば
ん番
」が
あ
り
、
芸
妓
は
こ
こ
を
通
じ
て
宴
席
に
派
遣
さ

れ
ま
し
た
。
実
は
こ
の
事
務
所
は
一
般
的
に「
検
番
」ま
た
は

「
見
番
」と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
こ
に
は
登
録
さ
れ
て

い
る
芸
妓
の
三
味
線
が
置
か
れ
、
指
名
さ
れ
た
芸
妓
の
三
味

線
を
料
亭
に
届
け
る
役
目
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
盛
岡
で
は

三
味
線
の「
函（
箱
）」を
と
っ
て
函
番
と
い
わ
れ
て
い
た
そ
う

で
す
。
函
番
は
宴
席
へ
の
手
配
の
ほ
か
、
料
金（
玉
代
）
の

精
算
、
お
稽
古
事
や「
温
習
会
」と
よ
ば
れ
る
芸
の
発
表
会

の
世
話
な
ど
も
取
り
仕
切
っ
て
い
ま
し
た
。

◆
朝
か
ら
夕
方
ま
で
稽
古
に
励
む

　
盛
岡
は
昔
か
ら
芸
事
が
盛
ん
で
、
特
に
八
幡
町
や
本
町
に

は
料
亭
の
ほ
か
、
長
唄
や
踊
り
な
ど
を
教
え
て
く
れ
る
師

匠
の
家
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
八
幡
町
や
本
町
で
生
ま
れ

た
女
の
子
は
、
子
ど
も
の
頃
か
ら
自
然
に
そ
れ
ら
の
お
稽
古

に
通
っ
て
芸
を
習
得
。
こ
う
し
て「
半
は
ん
ぎ
ょ
く玉
」（「
玉
代
が
半
分
」

の
意
）と
い
う
芸
妓
の
卵
の
時
期
を
経
て
、「
自
前
芸
妓
」に
な

っ
た
そ
う
で
す
。

　
と
こ
ろ
が
ひ
と
く
ち
に
お
稽
古
事
と
い
っ
て
も
、
長
唄
、

踊
り
、
常
磐
津
、
鳴
り
物（
三
味
線
、
笛
、
太
鼓
、
鼓
な
ど

の
総
称
）と
何
種
類
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
芸
妓
を
目
指

す
子
ど
も
た
ち
の
多
く
は
、
朝
か
ら
夕
方
ま
で
お
稽
古
の「
は

し
ご
」を
し
て
い
た
と
か
。
ま
た
、
数
え
年
の
６
歳
の
６
月
６

日
に
お
稽
古
事
を
始
め
る
と
上
達
す
る
、
と
い
う
故
事
に
し

た
が
っ
て
習
い
始
め
た
子
ど
も
も
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。

岩
手
時
事
新
聞
付
録
よ
り

　
こ
う
し
た
お
稽
古
は
芸
妓
に
な
っ
て
か
ら
も
続
け
ら
れ
ま

し
た
が
、
そ
の
芸
に
さ
ら
に
磨
き
が
か
か
っ
た
の
は
、
常と
き
わ
づ

磐
津

林り
ん
ち
ゅ
う
中
と
の
出
会
い
で
し
た
。
林
中
は
明
治
25
年
か
ら
28
年

に
か
け
て
盛
岡
に
滞
在
。
そ
の
間
、
盛
岡
芸
妓
は
常
磐
津

の
稽
古
を
つ
け
て
も
ら
い
、
そ
の
縁
で
昭
和
14
年
か
ら
、
芸

術
院
会
員
で
人
間
国
宝
の
三
世
常
磐
津
文
字
兵
衛
や
四
代

目
と
い
っ
た
邦
楽
界
の
第
一
人
者
に
も
盛
岡
に
出
稽
古
に
来

て
も
ら
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
し
た
恵
ま
れ
た
環
境
と
芸
妓

の
日
々
の
努
力
が
、「
盛
岡
は
関
東
以
北
一
の
芸
ど
こ
ろ
」と

い
う
評
価
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

◆
若
柳
力
代
を
踊
り
の
師
匠
に
迎
え
て

　
そ
の
林
中
の
口
添
え
に
よ
っ
て
明
治
31
年
に
名
古
屋
か
ら

来
盛
し
、盛
岡
芸
妓
に
踊
り
を
教
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、

初
代
若
柳
力
代
で
す
。
も
と
も
と
歌
舞
伎
役
者
だ
っ
た
力

代
は
日
本
舞
踊
の
ほ
か
芝
居
も
教
え
た
の
で
、
大
正
２
年

に
完
成
し
た
旧
盛
岡
劇
場
で
の
温
習
会
で
は
、
日
本
舞
踊

で
は
な
く
歌
舞
伎
芝
居
が
披
露
さ
れ
た
時
代
も
あ
り
ま
し

た
。
ち
な
み
に
現
在
現
役
の
盛
岡
芸
妓
は
7
人
で
す
が
、

谷村文化センターでの温習会



45

そ
の
う
ち
の
一
人
、
よ
う
子
姐
さ
ん
は
四
代
目
若
柳
力
代
と

し
て
活
躍
し
て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
も
う
一
人
、
林
中
と
関
わ
り
、
盛
岡
芸
妓
の
芸
の

育
成
と
保
護
に
努
め
た
の
が
、
橘
正
三（
不ふ
せ
ん染
）で
す
。
盛

岡
芸
妓
の
伝
統
芸
の
ひ
と
つ「
金か
な
や
ま山
踊
り・
か
ら
め
節
」を
作

詞
し
た
り
、
常
磐
津
林
中
の
小
伝「
常
磐
津
林
中
盛
岡
掩

留
記
」や「
盛
岡
明
治
舶
来
づ
く
し
」を
書
き
残
し
た
明
治
・

大
正
の
文
化
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
函
番
と
し
て

も
盛
岡
芸
妓
の
芸
能
振
興
に
力
を
注
ぎ
ま
し
た
。

◆
旧
盛
岡
劇
場
へ
の
想
い

　
こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
人
た
ち
に
支
え
ら
れ
て
磨
か
れ

た
盛
岡
芸
妓
の
芸
は
、
温
習
会
で
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
当

初
会
場
は
函
番
の
２
階
や
料
亭
の
大
広
間
、
芝
居
小
屋
な

ど
で
し
た
が
、
大
正
２
年
に
旧
盛
岡
劇
場
が
完
成
す
る
と
そ

こ
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
般
市
民
に
も
公
開
さ
れ
ま

し
た
。
そ
の
た
め
温
習
会
は
芸
妓
に
と
っ
て
、
日
ご
ろ
の
練

習
の
成
果
を
発
表
す
る
と
と
も
に
自
分
の
芸
を
売
り
出
す

大
切
な
場
と
な
り
、一
方
の
市
民
に
と
っ
て
も
芸
妓
の
華
や
か

な
舞
台
が
楽
し
め
る
絶
好
の
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
旧
盛
岡
劇
場
は
新
し
い
タ
イ
プ
の
芸
能
娯
楽
の
拠
点

と
し
て
東
京
帝
国
劇
場
を
模
し
て
造
ら
れ
た
も
の
で
、
盛

岡
初
の
木
造
３
階
建
て
の
建
物
。
設
計
に
は
、
東
京
駅
や

岩
手
銀
行
中
ノ
橋
支
店
な
ど
を
設
計
し
た
辰
野
金
吾
と
、

彼
の
教
え
子
で
岩
手
県
出
身
の
葛
西
万
司
の
コ
ン
ビ
に
よ
る

「
辰
野
・
葛
西
建
築
事
務
所
」が
た
ず
さ
わ
り
ま
し
た
。

　
劇
場
の
建
設
や
事
業
運
営
に
は
当
時
八
幡
町
に
あ
っ
た
料

亭「
藤
家
」
や「
瀬
川
屋
」
な
ど
が
力
を
尽
く
し
、
芸
妓
も

株
主
と
な
っ
て
出
資
。
劇
場
敷
地
内
に
あ
っ
た「
正
一
位
阿
国

稲
荷
大
明
神
」
は
劇
場
と
盛
岡
芸
妓
の
守
り
神
で
あ
っ
た
こ

と
か
ら
、
旧
盛
岡
劇
場
は
芸
妓
た
ち
に
と
っ
て
特
別
な
舞
台

だ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
同
神
社
は
新
盛
岡
劇
場
建
設
に
伴
っ

て
、
市
内
浅
岸
の
綱
取
ダ
ム
湖
畔
・
や
る
気
村
に
移
転
し
ま

し
た
が
、
平
成
27
年
に
盛
岡
八
幡
宮
境
内
に
遷
座
。
28
年

ぶ
り
に
幡
街
へ
と
戻
っ
て
き
ま
し
た
。
芸
能
と
商
売
繁
盛
を

願
っ
た
阿
国
稲
荷
神
社
は
昔
か
ら
八
幡
地
域
の
人
々
に
と
っ

て
な
じ
み
深
く
、
現
在
も
多
く
の
人
が
参
拝
し
て
い
ま
す
。

　
ち
な
み
に
旧
盛
岡
劇
場
は
昭
和
32
年
に
谷
村
文
化
セ
ン
タ

ー
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
、
盛
岡
芸
妓
の
温
習
会
も
引
き

続
き
同
セ
ン
タ
ー
で
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
昭
和
24
年

に
始
ま
っ
た
盛
岡
文
士
劇
も
８
回
公
演
以
降
は
同
セ
ン
タ
ー

で
行
わ
れ
た
の
で
す
が
、
そ
の
時
に
芸
妓
は
三
味
線
や
お
囃

子
な
ど
を
担
当
し
て
文
士
劇
を
支
え
た
そ
う
で
す
。

◆
園
遊
会
で
は
政
府
高
官
を
接
待

　
大
正
２
年
に
完
成
し
た
旧
盛
岡
劇
場
は
盛
岡
芸
妓
の
芸

道
の
発
展
に
貢
献
し
ま
し
た
が
、
そ
の
５
年
後
に
総
理
大
臣

に
就
任
し
た
原
敬
は
、
盛
岡
芸
妓
の
品
格
を
磨
く
の
に
貢

献
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
盛
岡
出
身
の
原
敬
は
帰
省
す
る
た
び
に
園
遊
会
を
開
催

し
ま
し
た
が
、
そ
の
接
待
係
と
し
て
盛
岡
芸
妓
は
総
動
員
さ

れ
、「
金
山
踊
り
」な
ど
の
芸
を
披
露
す
る
ほ
か
、
政
府
高
官

た
ち
の
話
し
相
手
も
務
め
ま
し
た
。
そ
の
お
か
げ
で
盛
岡
芸

妓
の
品
格
が
一
層
磨
か
れ
、
ま
た
服
装
な
ど
も
洗
練
さ
れ
た

そ
う
で
す
。

　
盛
岡
芸
妓
の
芸
と
品
格
は
そ
の
後
も
脈
々
と
引
き
継
が

れ
、
昭
和
36
年
に
福
子
姐
さ
ん
が
、
49
年
に
都
多
丸
姐
さ

ん
が
市
勢
振
興
功
労
者
と
し
て
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。
と
も
に

盛
岡
の
観
光
へ
の
貢
献
が
評
価
さ
れ
た
結
果
で
す
。

正一位阿国稲荷大明神

温
習
会
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　◆
常と
き
わ
づ
り
ん
ち
ゅ
う

磐
津
林
中

　
子
ど
も
の
頃
か
ら
芸
の
習
得
に
励
ん
だ
盛
岡
芸
妓
で
す

が
、
本
格
的
に
芸
道
修
業
が
始
ま
っ
た
の
は
、
常
磐
津
林
中

が
盛
岡
に
滞
在
し
た
明
治
25
年
か
ら
28
年
に
か
け
て
の
時
期

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
林
中
は
天
保
13（
１
８
４
２
）年
、
盛
岡
藩
士
の
石
川
清

蔵
の
子
ど
も
と
し
て
江
戸
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の

後
、
父
親
は
盛
岡
へ
単
身
帰
国
し
、
母
親
は
病
没
。
そ
の

た
め
三
浦
藩
士
の
山
陰
定
次
郎
の
養
子
に
な
り
ま
し
た
。

　
常
磐
津
を
習
っ
た
の
は
そ
れ
か
ら
で
、
家
元
の
急
死
後
、

未
亡
人
に
請
わ
れ
て
養
子
と
な
り
六
世
小
文
字
太
夫
を
襲

名
す
る
の
で
す
が
、
家
元
制
度
の
争
い
ご
と
に
巻
き
込
ま
れ

て
心
傷
つ
き
、
父
親
の
故
郷
、
盛
岡
を
訪
れ
ま
す
。
こ
の

時
行
な
っ
た
興
行
が
大
変
な
評
判
と
な
り
、
連
日
そ
れ
を
見

て
い
た
幡
街
芸
妓
が
常
磐
津
の
指
導
を
熱
心
に
頼
ん
だ
こ
と

か
ら
、
林
中
に
よ
る
稽
古
が
始
ま
っ
た
の
で
す
。

　
林
中
の
稽
古
は
厳
し
か
っ
た
そ
う
で
す
が
、「
九
代
目
市
川

団
十
郎
を
し
て
妙
技
を
演
ぜ
し
む
る
も
の
は
林
中
の
咽
喉
三

寸
に
あ
り
。
声
さ
え
わ
た
る
名
人
芸
」と
絶
賛
さ
れ
た
林
中

か
ら
直
接
手
ほ
ど
き
を
受
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
盛
岡

芸
妓
に
と
っ
て
幸
運
な
こ
と
で
し
た
。

　
ま
た
林
中
は
盛
岡
滞
在
中
、
盛
岡
芸
妓
の
た
め
に
新
曲

も
作
り
ま
し
た
。
の
ち
に「
花
盛
岡
街
賑
」と
改
題
さ
れ
た

「
吾
妻
土
産
岩
手
一
ト
節
」の
節
も
そ
の
一
つ
で
す
。
さ
ら
に

焼
き
物
づ
く
り
や
南
部
鉄
瓶
な
ど
に
も
興
味
を
持
ち
、
当

時
函
番
の
帳
付
け
を
し
て
い
た
橘
正
三
と
親
交
を
結
ぶ
な

ど
、
盛
岡
で
は
心
安
ら
か
な
日
々
を
お
く
っ
た
よ
う
で
す
。

　
し
か
し
明
治
28
年
、
団
十
郎
か
ら「『
関
の
扉
』を
上
演
し

た
い
が
、
あ
な
た
の
常
磐
津
で
な
い
と
舞
台
に
立
て
な
い
の

で
東
京
に
戻
っ
て
き
て
ほ
し
い
」と
誘
わ
れ
、
盛
岡
を
離
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
年
の
８
月
に
は
、
盛
大
な
お
別
れ

浄
瑠
璃
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
林
中
の
盛
岡
滞
在
は
、
盛
岡
芸
妓
だ
け
で
な
く
市
民
に

も
常
磐
津
ブ
ー
ム
を
巻
き
起
こ
し
、
常
磐
津
を
習
う
市
民

が
増
え
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、
林
中
も
明
治
30
年

に
盛
岡
で
画
期
的
な
邦
楽
公
演
を
開
催
。
こ
れ
に
は
唄
や

鳴
り
物
な
ど
の
高
名
な
師
匠
も
出
演
し
た
た
め
大
盛
況
で
、

し
か
も
盛
岡
芸
妓
に
と
っ
て
は
、
そ
の
後
こ
う
し
た
師
匠
た

ち
と
交
流
の
幅
を
広
げ
る
き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　◆
橘た
ち
ば
な
し
ょ
う
ぞ
う

正
三
（
不ふ
せ
ん染

）

　
常
磐
津
林
中
が
盛
岡
に
滞
在
し
て
い
る
間
に
親
交
を
深
め

た
一
人
が
、
橘
正
三
で
す
。
正
三
は
も
と
も
と
巡
査
を
し
て

い
ま
し
た
が
、
思
う
と
こ
ろ
あ
っ
て
辞
め
、
そ
の
後
は
座
禅

や
お
茶
の
道
に
す
す
み
な
が
ら
幡
街
の
函
番
に
つ
と
め
て
い

ま
し
た
。

　
林
中
の
茶
道
は
南
部
家
に
伝
わ
る
不
白
流
で
、
林
中
は

そ
れ
を
継
承
す
る
茶
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
ほ
か
、
座
禅

の
延
長
で
仏
教
や
漢
学
を
学
び
知
識
を
深
め
た
文
人
と
し

て
周
囲
か
ら
頼
り
に
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ち
な
み
に
正
三
が
使

っ
て
い
た
号「
塵
中
庵
不
染
」に
は
、「
本
当
の
風
流
と
い
う

も
の
は
塵
の
世
の
中
に
あ
る
も
の
。
そ
の
中
で
塵
に
染
ま
ら

な
い
で
生
き
た
い
」と
い
う
想
い
が
あ
る
そ
う
で
す
。

　
正
三
が
林
中
と
出
会
っ
た
の
は
そ
の
頃
で
、
意
気
投
合
し

た
二
人
は
盛
岡
芸
妓
の
芸
能
育
成
や
盛
岡
の
芸
能
振
興
に

力
を
合
わ
せ
ま
し
た
。

　
正
三
の
功
績
と
し
て
真
っ
先
に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
盛
岡

芸
妓
の
伝
統
芸「
金
山
踊
り
・
か
ら
め
節
」の
作
詞
や
、
林
中

の
小
伝「
常
磐
津
林
中
盛
岡
掩
留
記
」や「
盛
岡
明
治
舶
来

づ
く
し
」の
編
集
で
す
。
ほ
か
に
も
、
幡
街
・
本
街
の
料
亭

経
営
者
や
有
志
に
働
き
か
け
て
地
唄
・
舞
踊
稽
古
場
を
造

ら
せ
た
り
、
盛
岡
芸
妓
の
芸
能
を
共
進
会
な
ど
に
推
薦
し

て
上
演
さ
せ
た
り
し
た
そ
う
で
す
。
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◆
常
磐
津
「
松
島
」

　
作
詞
は
河
竹
黙
阿
弥
、
作
曲
は
六
世
岸
澤
式
佐
。
不
仲

だ
っ
た
常
磐
津
宗
家
と
の
和
解
を
機
に
、
岸
澤
が
明
治
17
年

に
作
っ
た
曲
で
、
景
勝
地
と
し
て
名
高
い
松
島
を
題
材
に
し

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
松
島
の
四
季
の
美
し
さ
が
伝
わ
る

も
の
で
、
金
屏
風
の
前
で
歌
わ
れ
る
祝
い
唄
だ
と
か
。

◆
長
唄
「
秋あ
き
の
い
ろ
く
さ

色
種
」

　
弘
化
2（
１
８
４
５
）年
、
麻
布
に
あ
っ
た
盛
岡
藩
邸
新
築

祝
い
に
披
露
さ
れ
た
長
唄
の
名
曲
。
南
部
家
第
三
十
八
代

当
主
・
利
済
公
ま
た
は
南
部
家
第
三
十
六
代
当
主
未
亡
人
の

作
詞
、
十
世
杵
屋
六
左
衛
門
の
作
曲
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　「
常
磐
津
節
」の
略
で
、
浄
瑠
璃
の
一
種
。
日
本
の
声

楽
は
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
や
リ
ズ
ム
な
ど
に
重
点
を
置
く「
歌
い

物
」と
、
歌
詞
の
内
容（
物
語
）に
忠
実
に
音
楽
を
奏
で
る

「
語
り
物
」の
２
つ
に
大
き
く
分
け
ら
れ
ま
す
。
浄
瑠
璃

は
後
者
で
、
誕
生
し
た
室
町
時
代
に
は
琵
琶
や
扇
拍
子

で
語
ら
れ
ま
し
た
が
、
江
戸
時
代
に
な
る
と
三
味
線
や

人
形
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
演
じ
る

人
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
流
派
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

　
常
磐
津
節
は「
豊
後
節
」の
分
派
と
し
て
初
代
常

磐
津
文
字
太
夫
が
始
め
た
も
の
で
、
唄
と
語
り
の

バ
ラ
ン
ス
が
良
く
、
庶
民
的
な
話
題
を
盛
り
込
ん

で
い
る
点
が
特
徴
。
ま
た
、
江
戸
時
代
の
元
禄
頃

に
誕
生
し
て
主
流
と
な
っ
た「
義
太
夫
節
」に
近
い
反
面
、

そ
れ
以
前
の「
古
浄
瑠
璃
」と
よ
ば
れ
る
曲
風
の
名
残
も

兼
ね
備
え
て
い
ま
す
。
主
に
江
戸
歌
舞
伎
の
舞
踊
劇
の

伴
奏
音
楽
と
し
て
、
現
在
ま
で
広
く
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
ち
な
み
に
関
西
で
現
在
ま
で
残
っ
て
い
る
浄
瑠
璃
は

義
太
夫
節
だ
け
な
の
で
、
浄
瑠
璃
と
い
え
ば
義
太
夫
節

を
指
し
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
関
東
で
は
常
磐
津
節
を

は
じ
め「
清
元
節
」「
新
内
節
」な
ど
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
浄
瑠
璃
の
一
種
で
、
竹
本
義
太
夫
が
集
大
成
し
た
も

の
。
義
太
夫
は「
播
磨
節
」を
習
得
し
た
あ
と「
加
賀
節
」

の
始
祖
・
宇
治
嘉
太
夫
に
も
弟
子
入
り
し
、
両
方
の
浄

瑠
璃
語
り
と
な
っ
て
大
坂
に「
竹
本
座
」を
旗
揚
げ
し
ま

し
た
。
播
磨
節
の
語
り
を
基
本
と
し
な
が
ら
他
派
の
長

所
な
ど
を
幅
広
く
取
り
込
ん
だ
こ
と
か
ら
表
現
が
多
才

で
、
当
時
絶
大
な
人
気
を
誇
り
ま
し
た
。

　
常
磐
津
節
が
重
厚
・
軽
妙
を
兼
ね
備
え
た
音
色
の
中

棹
三
味
線
を
使
う
の
に
対
し
、
義
太
夫
節
で
は
重
厚
な

音
色
の
太
棹
三
味
線
を
使
い
ま
す
。

◆
長
唄
「
杜
の
眺
め
」

　
盛
岡
音
頭
の
作
詞
家
が
作
っ
た
、
盛
岡
ゆ
か
り
の
長
唄
。

◆
金
山
踊
り
・
か
ら
め
節

　
秋
田
県
の「
鹿
角
か
ら
め
節
」と
、
紫
波
町
の「
佐
比
内
の

か
ら
め
」が
ル
ー
ツ
。
鹿
角
も
佐
比
内
も
藩
政
時
代
は
金
山

で
、
金
鉱
石
を
ザ
ル
で
精
選
す
る
し
ぐ
さ
が
特
徴
の
踊
り
で

す
。
こ
れ
を
元
唄
に
し
て
橘
正
三
が
歌
詞
を
補
足
し
た
り
振

り
を
統
一
し
た
の
が
、「
金
山
踊
り・
か
ら
め
節
」と
な
り
ま
し

た
。盛
岡
芸
妓
勢
揃
い
の
時
に
は
必
ず
こ
れ
を
披
露
し
ま
す
。

　
三
味
線
音
楽
の
一
種
。
歌
舞
伎
舞
踊
の
伴
奏
音
楽
と

し
て
誕
生
し
、
そ
の
後
浄
瑠
璃
を
取
り
入
れ
て
発
展
し

ま
し
た
。
歌
舞
伎
な
ど
の
劇
の
効
果
音
楽
、
舞
踊
の
伴

奏
音
楽
、
舞
台
か
ら
独
立
し
た
唄
物
音
楽
の
３
種
類
に

分
け
ら
れ
ま
す
。
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名
前
は
ど
う
や
っ
て
決
め
る
の
？

　
昔
は
踊
り
や
常
磐
津
な
ど
邦
楽
の
世
界

で
名
跡
を
継
ぐ
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
、
本
名

以
外
を
名
乗
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
戦

後
は
本
名
で
統
一
さ
れ
ま
し
た
が
、
現
在
で

は
漢
字
を
ひ
ら
が
な
に
変
え
て
名
乗
る
場

合
も
あ
れ
ば
、
芸
名
を
名
乗
る
場
合
も
あ

る
よ
う
で
す
。

着
物
や
か
つ
ら
に

決
ま
り
は
あ
る
の
？

　
正
月
に
は
正
装
と
し
て
紋
付
き
の
着
物

を
着
ま
す
が
、
そ
れ
以
外
の
ふ
だ
ん
の
お
座

敷
で
は
季
節
や
気
候
に
合
わ
せ
た
着
物
を

着
ま
す
。
例
え
ば
、
６
月
は
単
衣
、
７
〜

８
月
に
は
絽
、９
月
か
ら
再
び
単
衣
、
と
い
っ

た
具
合
で
す
。
も
ち
ろ
ん
着
物
は
す
べ
て

自
前
。
そ
れ
だ
け
買
え
る
ほ
ど
収
入
が
多

い
時
代
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

　
ま
た
髪
型
は
、
昔
は
自
分
の
髪
を
使
っ

て
結
っ
て
い
ま
し
た
が
、
戦
後
に
な
る
と
か

つ
ら
も
使
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
も

昭
和
30
年
代
で
30
〜
40
万
円
も
し
た
と
い

う
高
級
品
で
し
た
が
、
今
も
現
役
の
芸
妓

も
当
時
は
一
人
で
何
個
も
持
っ
て
い
た
そ
う

で
す
。

お
座
敷
で
の
心
得
は
？

　
お
客
様
と
話
を
す
る
時
に
は
、
基
本
的

に
聞
き
役
。
ま
た
、
先
輩
の
芸
妓
が
お
客

様
と
話
を
し
て
い
る
時
に
は
邪
魔
を
し
な

い
、
と
い
う
ル
ー
ル
も
あ
り
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
、
お
酒
を
飲
ん
で
も
食
べ
物
は
一

切
口
に
し
な
い
の
が
基
本
。
た
と
え
お
客
様

に「
一
緒
に
食
べ
よ
う
」と
言
わ
れ
て
も
、先

輩
の
芸
妓
が
手
を
付
け
る
ま
で
食
べ
て
は
い

け
ま
せ
ん
で
し
た
。

お
座
敷
遊
び
っ
て

ど
ん
な
こ
と
を
す
る
の
？

　
現
代
の
ジ
ャ
ン
ケ
ン
や
ハ
ン
カ
チ
落
と
し

の
よ
う
な
、
誰
で
も
そ
の
場
で
簡
単
に
で

き
る
遊
び
が
ほ
と
ん
ど
。
共
通
す
る
の
は
、

負
け
た
ら
お
酒
を
飲
む
こ
と
。
そ
の
た
め

芸
妓
の
中
に
は
お
酒
が
強
い
人
も
多
い
よ
う

で
す
。

 

「
粋
な
お
客
様
」
と
は
？

  

昔
は
、
常
磐
津
や
清
元
を
習
っ
て
い
て
そ

の
一
部
を
座
敷
で
披
露
す
る
旦
那
衆
が
少
な

く
な
く
、「
粋
な
お
客
様
」の
代
表
で
し
た
。

　
現
代
で
は
そ
ん
な
お
客
は
な
か
な
か
い
な

い
よ
う
で
す
が
、
昔
も
今
も
変
わ
ら
ず
人
気

が
あ
る
の
は
、
話
題
が
豊
富
な
人
だ
と
か
。

料
金
は
ど
の
く
ら
い
？

　
芸
妓
を
あ
げ
て
遊
ぶ
た
め
の
料
金
の
こ
と

を
、
花
代
ま
た
は
玉
代
と
言
い
ま
す
。
昔
、

芸
妓
の
卵
を「
半
玉
」と
言
い
ま
し
た
が
、
そ

れ
は「
玉
代
が
半
分
の
半
人
前
」の
意
味
か
ら

付
け
ら
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
花
代
の
こ
と
を「
線
香
代
」と
言
う

こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
芸
妓
が
お

座
敷
に
あ
が
っ
て
い
る
時
間
を
線
香
で
計
り
、

「
線
香
１
本
で
●
円
」と
決
ま
っ
て
い
た
か
ら

で
す
。
函
番
が
あ
っ
た
頃
に
は
、
芸
妓
に
声

が
か
か
る
と
函
番
に
線
香
を
立
て
、
そ
の
火

が
消
え
る
と
使
い
の
男
性
が
料
亭
に
芸
妓
を

迎
え
に
行
き
ま
し
た
。
函
番
が
な
く
な
っ
て

か
ら
も
、
お
座
敷
で
線
香
を
立
て
て
時
間
を

計
っ
て
い
た
粋
な
旦
那
衆
も
い
た
そ
う
で
す
。

　
ち
な
み
に
戦
後
は
時
間
制
に
な
っ
た
も
の

の
あ
ま
り
厳
密
で
は
な
く
勢
い
で
朝
ま
で
遊

ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
と
か
。
現
在
は
宴
会
や
イ
ベ

ン
ト
等
で
依
頼
で
き
ま
す
の
で
市
内
の
料
亭

や
ホ
テ
ル
な
ど
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

芸
妓
に
つ
い
て
の
あ
れ
や
こ
れ
や
。

ち
ょ
っ
と
し
た
物
知
り
ネ
タ
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
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◆
現
役
は
7
人

　
世
情
や
経
済
情
勢
の
変
化
な
ど
で
全
国
的
に
花
柳
界
が

衰
退
す
る
中
、
盛
岡
で
は
近
年
盛
岡
芸
妓
の
活
躍
の
場
で

あ
る
料
亭
が
廃
業
し
、
盛
岡
芸
妓
の
数
も
減
り
ま
し
た
。
こ

れ
ま
で
現
役
で
活
躍
し
て
い
た
の
は
、
て
る
子
姐
さ
ん
、
よ

う
子
姐
さ
ん
、
治
子
姐
さ
ん
、
あ
き
子
姐
さ
ん
、
て
い
子
姐

さ
ん
の
５
人
。
昔
の「
函
番
」や
他
の
地
域
に
残
る
置
屋
制

度
は
な
く
、
全
員
が
個
人
事
業
者
で
、
八
幡
町
・
本
町
の
区

別
な
く「
盛
岡
芸
妓
」と
し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、
平
成
24
年
10
月
20
日
に
新
た
に
2
人
が
増
え
、

現
在
は
７
人
と
な
り
ま
し
た
。

　
若
い
2
人
が
入
り
芸
を
受
け
継
ぐ
一
方
、
そ
れ
ぞ
れ
が
日

本
舞
踊
や
長
唄
、
鳴
り
物
な
ど
の
芸
道
を
極
め
て
お
り
、
中

に
は
弟
子
を
と
っ
て
指
導
し
て
い
る
人
も
い
ま
す
。

◆
盛
岡
芸
妓
へ
の
出
演
依
頼

　
そ
ん
な
盛
岡
芸
妓
の
芸
を
鑑
賞
す
る
た
め
に
は
、
会
場
と

な
る
料
亭
や
ホ
テ
ル
に
依
頼
す
る
の
が
一
般
的
で
す
。
料
金

は
謝
金
の
ほ
か
、車
代
等
が
必
要
な
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、

あ
ら
か
じ
め
会
場
に
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

◆
後
継
者
の
育
成

　
か
つ
て
芸
の
レ
ベ
ル
で
全
国
的
に
も
名
を
馳
せ
た
盛
岡
芸

妓
で
す
が
、
高
齢
化
と
後
継
者
難
で
そ
の
継
承
が
危
ぶ
ま
れ

て
い
ま
し
た
。

　
後
継
者
難
の
大
き
な
理
由
は
、
一
人
前
の
盛
岡
芸
妓
に
な

る
ま
で
厳
し
い
稽
古
が
必
要
な
た
め
、
収
入
を
確
保
し
な
が

ら
稽
古
を
続
け
る
の
が
難
し
い
こ
と
。
そ
こ
で
、
平
成
22
年

度
か
ら
盛
岡
市
は
国
の「
ふ
る
さ
と
雇
用
再
生
特
別
基
金
」

を
活
用
し
、
修
業
期
間
中
の
就
業
支
援
に
取
り
組
み
始
め

ま
し
た
。
芸
妓
修
業
中
に
民
間
企
業
に
雇
用
さ
れ
る
形
で

稽
古
に
打
ち
込
め
る
環
境
を
整
え
る
と
い
う
も
の
。
賃
金
や

稽
古
費
用
の
一
部
を
同
基
金
活
用
に
よ
り
負
担
し
ま
す
。
こ

れ
に
よ
っ
て
見
習
い
芸
妓
を
採
用
し
、
育
成
事
業
が
ス
タ
ー

ト
。
平
成
24
年
４
月
か
ら「
生
涯
現
役
・
全
員
参
加
・
世
代

継
承
型
雇
用
創
出
事
業
」
を
活
用
し
芸
の
修
業
を
積
み
重

ね
、
同
年
10
月
に
盛
岡
芸
妓「
富
勇
」「
と
も
千
代
」
２
人

が
誕
生
し
た
の
で
す
。

　
さ
ら
に
、
平
成
27
年
度
か
ら
盛
岡
市
の
補
助
を
受
け
、

盛
岡
芸
妓
後
援
会
が
盛
岡
芸
妓
見
習
い「
ひ
よ
妓こ

」
の
育
成

を
開
始
。
２
名
が
選
考
さ
れ
、
稽
古
に
励
ん
で
い
ま
す
。
平

成
28
年
６
月
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ「
喜
久
丸
」「
ま
り
佳
」
と

芸
名
を
お
披
露
目
。
踊
り
、
長
唄
、
常
磐
津
な
ど
芸
と
合

わ
せ
て
料
亭
で
の
就
業
研
修
も
行
い
な
が
ら
、
7
人
の
姐
さ

ん
方
と
共
に
お
座
敷
で
の
活
動
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　
か
つ
て
の
伝
統
を
守
り
な
が
ら
も
、
時
代
の
変
化
に
合
わ

せ
な
が
ら「
盛
岡
芸
妓
」
の
技
と
心
を
継
承
す
べ
く
、
新
た

に
生
ま
れ
た
ひ
よ
妓
た
ち
。
こ
の
文
化
を
支
え
る
土
壌
の
育

成
も
ま
た
課
題
の
一
つ
と
い
え
ま
す
。

◆
継
承
に
向
け
た
後
援
会
の
支
援

　
若
い
芸
妓
た
ち
が
着
々
と
育
つ
一
方
、
花
柳
会
が
衰
退
し

盛岡商工会議所新年交賀会にて芸を披露

あき子姐さん

とも千代姐さん

てい子姐さん

富勇姐さん

てる子姐さんよう子姐さん治子姐さん
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て
い
る
現
在
で
は
お
座
敷
の
仕
事
だ
け
で
安
定
し
た
収
入
を

得
る
こ
と
が
困
難
で
す
。
着
用
す
る
着
物
や
か
つ
ら
な
ど
の

経
費
も
か
か
る
ほ
か
、
常
磐
津
の
人
間
国
宝
・
常
磐
津
英
寿

師
を
招
い
た
年
１
回
の
指
導
に
伴
う
経
費
な
ど
、
現
役
の
芸

妓
た
ち
が
、
芸
を
磨
く
活
動
の
継
続
的
支
援
も
重
要
で
す
。

　
そ
こ
で
、
平
成
24
年
３
月
に「
盛
岡
芸
妓
後
援
会
」
を
設

立
。
後
援
会
会
員
が
芸
妓
を
招
く
際
の
お
花
代
補
助
を
行

う
ほ
か
、
市
民
向
け
企
画
や
広
報
事
業
な
ど
の
振
興
策
を

進
め
て
い
ま
す
。
平
成
28
年
度
は
、
一
般
向
け「
盛
岡
芸
妓

お
座
敷
体
験
講
座
」
を
５
回
開
催
。
お
弁
当
や
茶
菓
付
の

気
軽
な
会
費
で
お
座
敷
を
体
験
で
き
る
企
画
と
し
て
多
く

の
方
に
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
後
援
会
会
員
や
一

般
客
が
手
軽
な
予
算
で
お
座
敷
遊
び
が
で
き
る「
盛
岡
芸
妓

公
開
講
座
」
も
好
評
で
す
。
お
座
敷
体
験
は
観
光
客
向
け

の
着
地
型
観
光
メ
ニ
ュ
ー
と
し
て
も
魅
力
的
な
コ
ン
テ
ン
ツ
。

ま
ず
は
、
盛
岡
の
芸
妓
文
化
を
よ
り
多
く
の
方
に
知
っ
て
も

ら
う
機
会
の
創
出
に
努
め
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
継
承
と
い
う
視
点
か
ら
映
像
や
音
源
の
デ
ジ
タ

ル
保
存
、
広
報
事
業
で
は
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
活
用

し
た
情
報
発
信
な
ど
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
盛
岡
の
貴
重
な
文
化
で
あ
る
盛
岡
芸
妓
を
次
世
代
に
継

―
芸
妓
に
な
ろ
う
と
思
っ
た
き
っ
か
け
は
？

／
新
聞
で
募
集
記
事
を
見
た
母
か
ら
、「
や
っ
て
み

た
ら
」
と
勧
め
ら
れ
て
。
子
ど
も
の
頃
に
雫
石
の
民
舞
『
南

部
よ
し
ゃ
れ
』
を
踊
っ
て
い
た
の
で
、
興
味
が
あ
る
と
思
っ
た

よ
う
で
す
。
迷
い
は
な
く
直
感
的
に
選
ん
だ
感
じ
で
す
。

／
私
も
母
が
募
集
の
ポ
ス
タ
ー
を
見
つ
け
て
。
締
切

り
当
日
だ
っ
た
の
で
、
直
接
応
募
書
類
を
届
け
て
ほ
っ
と
し

た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。
や
は
り
就
活
中
で
し
た
が
、「
こ
れ

も
チ
ャ
ン
ス
の
一
つ
」
と
思
い
ま
し
た
。

―
稽
古
で
は
ど
ん
な
こ
と
を
学
ん
で
い
ま
す
か
。

／
基
礎
的
な
踊
り
の
手
順
を
覚
え
る
段
階
か
ら
、

よ
り
細
か
な
と
こ
ろ
を
身
に
つ
け
る
段
階
に
移
っ
て
い
る
の
で

大
変
で
す
（
笑
）。
お
客
様
か
ら
「
扇
子
を
回
す
の
、
一
人

だ
け
早
か
っ
た
よ
」
な
ど
ご
指
摘
を
頂
く
こ
と
も
…
…
。
で

も
、
き
ち
ん
と
見
て
下
さ
る
こ
と
を
有
り
難
く
思
い
ま
す
。

／
一
つ
の
踊
り
で
も
、
基
本
の
曲
に
対
し
て
ど
ん
な

伴
奏
（
楽
器
）
が
入
る
か
で
節
回
し
も
変
わ
り
ま
す
し
、
一

部
分
だ
け
を
躍
る
場
合
も
あ
っ
て
。
そ
れ
を
一
つ
ず
つ
覚
え

承
し
て
い
く
た
め
、
よ
り
多
く
の
後
援
会
加
入
者
を
募
集
し

て
い
ま
す
。

《
ひ
よ
妓 

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
》

未来へと受け継がれる盛岡芸妓の文化

お座敷体験講座では、「金山踊り」などの踊りの披露、
「金毘羅船々」などの遊びを体験

下／まり佳さん
平成８年５月生まれ（血液型／Ｏ型）
雫石町出身。白百合高等学校卒業。小
学時代は野球、中学・高校時代はソフト
ボールを続けてきた体育系女子で、現在
も朝野球チームに所属。マンガを読むの
も好きで、愛読書は『幽遊白書』。

上／喜久丸さん
平成４年７月生まれ（血液型／Ｏ型）。
盛岡市出身。岩手大学卒業。小学時
代から吹奏楽をはじめ、中学からはコント
ラバスを担当。大学ではオーケストラに
所属。ここぞという低音を奏でる時、心
がぞくぞくすると話す。

芸
妓
と
し
て
独
り
立
ち
を
め
ざ
し
、

稽
古
に
励
む
「
ひ
よ
妓
」
の
二
人
。

日
々
学
ん
で
い
る
こ
と
、

将
来
へ
の
思
い
な
ど
を
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
ま
し
た
。
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る
の
は
大
変
で
す
が
、
目
線
の
向
け
方
な
ど
の
表
現
も
難
し

い
で
す
。
バ
イ
ト
先
で
、
無
意
識
に
頭
の
中
で
曲
を
繰
り
返

し
て
い
た
り
し
ま
す
（
笑
）。

―
初
め
て
の
体
験
も
多
い
の
で
は
？

／
お
稽
古
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
八
幡
宮
の
豆
ま
き

に
参
加
し
た
り
、
日
本
文
化
や
風
習
を
改
め
て
学
ん
で
い
ま

す
。
学
生
時
代
に
知
る
機
会
が
な
か
っ
た
盛
岡
の
良
さ
も
い

ろ
い
ろ
な
場
で
感
じ
ま
す
。

／
姐
さ
ん
方
は
地
元
の
神
様
や
仏
様
を
大
切
に
し
、

伝
統
的
な
風
習
や
季
節
ご
と
の
行
事
も
、
い
ろ
い
ろ
教
え
て

も
ら
い
ま
し
た
。
出
か
け
る
時
に
火
打
ち
石
を
鳴
ら
し
て
も

ら
う
と
、
気
持
ち
も
背
筋
も
ピ
シ
ッ
と
し
ま
す
ね
。

―
芸
妓
の
世
界
で
学
ぶ
今
、
の
思
い
は
？

／
実
は
よ
く
知
ら
ず
に
入
っ
た
世
界
。
で
も
、
知
る

程
に
盛
岡
が
全
国
に
高
く
評
価
さ
れ
る
芸
ど
こ
ろ
だ
と
感
じ

ま
す
。
踊
り
だ
け
で
な
く
、
お
客
様
と
の
会
話
の
し
か
た
、

ふ
る
ま
い
な
ど
、
一
つ
ひ
と
つ
が
勉
強
で
す
。

／
姐
さ
ん
方
か
ら
は
「
芸
あ
っ
て
の
盛
岡
芸
妓
」
と

指
導
を
受
け
て
い
ま
す
。
お
酌
や
会
話
だ
け
で
な
く
、
芸
を

見
て
も
ら
え
る
芸
妓
に
な
る
よ
う
に
と
…
…
。
華
や
か
さ
の

裏
に
、
芸
を
学
ぶ
厳
し
さ
が
あ
る
こ
と
も
知
り
ま
し
た
。

―
将
来
は
ど
ん
な
芸
妓
に
な
り
た
い
で
す
か
？

／
ま
ず
は
踊
り
や
三
味
線
を
お
客
様
か
ら
褒
め
て
も

ら
え
る
よ
う
、
し
っ
か
り
身
に
つ
け
た
い
と
思
い
ま
す
。
盛
岡

弁
も
ま
だ
ま
だ
。
す
っ
と
自
然
に
出
て
く
る
よ
う
に
な
り
た

い
で
す
。／

私
も
芸
を
第
一
に
見
て
も
ら
え
る
芸
妓
を
め
ざ
し

ま
す
。
そ
し
て
、
姐
さ
ん
方
の
よ
う
に
、
お
客
様
に
対
す
る

気
配
り
も
少
し
ず
つ
経
験
を
積
ん
で
い
き
た
い
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　（
取
材
日
・
平
成
29
年
３
月
）

発行／平成 29年 3月

平
成
版
　
花
舞
台
千
代
顔
見

わ
ざ
を
ぎ
の
陸
の
奥
な
る
盛
岡
に

く
だ
り
初
に
し
延
寳
の
二
秊
き
さ
ら
ぎ
中
旬
と
か
や

桐
の
一
座
を
打
ち
つ
れ
て
新
丸
御
殿
に
初
め
み
え

梅
に
桜
に
桃
の
花
里
に
名
を
得
し
山
吹
も

な
べ
て
咲
せ
し
狂
言
づ
く
し

君
の
詠
ぞ
か
し
こ
け
れ
か
し
こ
け
れ

靜
が
思
ひ
の
通
じ
て
や

天
和
二
秊
の
卯
の
花
月
に

八
幡
の
神
の
廣
ま
へ
を
か
ざ
る

榊
の
坂
下
に
建
て
し
舞
台
の
初
見
草

昔
を
し
の
ぶ
今
村
が
一
座
の
振
事
見
そ
め
し
よ
り

二
百
年
の
定
舞
台
そ
れ
も
い
つ
し
か
夢
の
あ
と

た
え
て
長
夜
の
菊
見
月
ま
た
咲
か
へ
る

大
正
の
し
か
も
二
秊
に
延
秊
の

四
つ
花
菱
の
松
本
が
一
座
を
こ
こ
に
む
か
ひ
鶴

時
は
う
つ
り
て
平
成
の
世
も
治
ま
り
て
百
歳
を

今
に
重
ね
て
集
い
て
や
舞
う
て
唄
い
て
目
出
度
く
も

末
ひ
ろ
が
り
の
三
つ
銀
杏

千
代
に
常
盤
と
祝
し
け
る

【
解
説
】　
　

　「
花
舞
台
千
代
顔
見
」
は
、
大
正
二
年
の
盛
岡
劇
場
の

舞
台
開
き
で
演
じ
ら
れ
た
浄
瑠
璃
。
当
時
招
か
れ
た
七
代

目
松
本
幸
四
郎
が
盛
岡
芸
妓
と
共
に
披
露
し
て
い
ま
す
。

作
詞
は
塵
中
庵
不
染
（
橘
正
三
）、
作
曲
は
二
代
目
常
磐

津
文
字
兵
衛
、
振
付
け
は
七
代
目
松
本
幸
四
郎
。
盛
岡
劇

場
に
と
っ
て
実
に
貴
重
な
舞
台
で
す
。
同
年
、
盛
岡
劇
場

が
発
行
し
た
「
花
舞
台
千
代
顔
見
」
に
詞
は
あ
り
ま
す
が
、

当
時
は
口
承
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ

り
、
曲
や
振
付
け
の
正
式
な
記
録
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　
平
成
25
年
９
月
、
盛
岡
劇
場
開
場
１
０
０
周
年
記
念
と

し
て
「
平
成
版
　
花
舞
台
千
代
顔
見
」
を
上
演
す
る
に
あ

た
っ
て
、
人
間
国
宝
で
あ
る
常
磐
津
英
寿
師
に
補
作
・
作

曲
を
、
日
本
舞
踊
若
柳
流
四
代
目
家
元
・
若
柳
壽
延
師
に

振
付
け
を
依
頼
。
英
寿
師
の
計
ら
い
で
、
当
初
の
「
花
舞

台
千
代
顔
見
」
に
百
年
の
時
の
流
れ
を
重
ね
た
歌
詞
を
加

え
、
平
成
版
と
し
て
装
い
を
新
た
に
作
ら
れ
た
の
が
「
平

成
版
　
花
舞
台
千
代
顔
見
」
で
す
。

は
な
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い
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よ
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み
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と
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ぶ
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い
ま
む
ら

ぶ
た
い

は
つ
み
ぐ
さ

さ
か
き

さ
か
し
た

つ
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か
み

ひ
ろ

ゆ
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さ
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つ
る

よ

お
さ

と
き

い
ま

か
さ

す
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よ

み

い
ち
ょ
う

と
き
わ

つ
どし

ゅ
く

う
た

ま

へ
い
せ
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も
も
と
せ

め
で
た

よ

お
も

は
な
さ
と

な

さ
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き
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が
め

き
ょ
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げ
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え

や
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し
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そ
め

お
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も
り
お
か

詳細は  www.ccimorioka.or.jp/geigi/ 盛岡芸妓後援会

盛岡市清水町 14-12  盛岡商工会議所内
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