
広報　常陸大宮　　　　平成１８年１１月号１４

　

市
内
で
は
江
戸
時
代
後
期
か
ら
盛
ん
に
農

村
歌
舞
伎
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
現
在
で
も
西

塩
子
を
は
じ
め
と
す
る
、
い
く
つ
か
の
地
域

に
舞
台
道
具
が
残
っ
て
い
ま
す
。
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下
檜
沢
の
舞
台
は
明
治
時
代
に
作
ら
れ
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
下
檜
沢
の
鎮
守
鹿

島
神
社
に
は
六
年
に
一
度
の
大
祭
礼
が
あ

り
、
そ
の
余
興
と
し
て
舞
台
を
組
み
立
て
、

歌
舞
伎
を
演
じ
て
い
ま
し
た
。
組
み
立
て
に

使
う
木
材
や
竹
は
近
く
の
山
か
ら
伐
り
出
し

た
も
の
で
、
ほ
と
ん
ど
は
寄
附
で
し
た
。

「
ナ
ガ
ラ
」
と
い
う
細
い
木
材
は
各
自
が
家

で
農
作
業
な
ど
に
使
っ
て
い
る
も
の
を
持
ち

寄
り
、
一
週
間
か
ら
十
日
間
か
け
て
組
み
立

て
ま
す
。

　

公
演
は
た
い
て
い
一
日
限
り
で
、
初
め
に

 
三  
番  
叟 
、
そ
の
後
「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
」や

さ
ん 

ば 

そ
う

「
絵
本
太
功
記
」な
ど
三
、四
幕
の
歌
舞
伎
を

上
演
し
ま
し
た
。
夕
方
近
く
に
開
演
し
た
歌

舞
伎
は
舞
台
に
明
か
り
が
灯
り
、
夜
遅
く
ま

で
行
わ
れ
近
在
の
人
々
が
酒
や
お
弁
当
を

持
っ
て
き
て
楽
し
ん
だ
そ
う
で
す
。

　

そ
し
て
早
々
と
翌
日
に
は
解
体
さ
れ
、
木

材
や 
菰 
は 
競 
り
に
か
け
ら
れ
ま
し
た
。
昭
和

こ
も 

せ

四
年
の 
地  
割 
（
設
営
図
）
に
よ
る
と
両
側
の

じ 
わ
り

 
桟  
敷 
を
含
め
た
最
大
間
口
は
十
八�
、
奥
行

さ 
じ
き

き
は
二
十
七�
あ
り
、
舞
台
上
に
は 
襖 
を
三

ふ
す
ま

段
に 
設 
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
な
り
大
掛
か

し
つ
ら

り
な
も
の
で
し
た
。
そ
の
た
め
鹿
島
神
社
の

境
内
に
は
設
営
が
で
き
ず
、
神
社
近
く
の 
丹 たん

 
下  
河
原 
に
作
っ
た
そ
う
で
す
。

げ 

が
わ
ら

　

舞
台
の
正
面
を
飾
る
引
き
幕
は
現
存
し
て

い
ま
せ
ん
が
、
山
方
宿
の 
大  
店 
桜
屋
呉
服
店

お
お 
だ
な

が
寄
贈
し
、
桜
の
大
木
が
描
か
れ
た
華
や
か

な
も
の
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
下
檜
沢
の
人
々
の
自
慢
の
舞

台
に
は
、
な
ん
と
大
歌
舞
伎
の
役
者
も
乗
っ

た
の
で
す
。

　

昭
和
二
十
五
年
に
水
戸
で
八
代
目
松
本
幸

四
郎
や
六
代
目
中
村 
芝  
翫 
ら
大
歌
舞
伎
の

し 

か
ん

面
々
に
よ
る
公
演
が
行
わ
れ
た
際
に
は
、
舞

台
の
大
き
さ
と
襖
な
ど
の
道
具
の
豊
富
さ
な

ど
か
ら
下
檜
沢
の
舞
台
に
白
羽
の
矢
が
立
っ

て
貸
し
出
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
一
流
の
歌
舞

伎
役
者
に
演
じ
て
も
ら
い
、
さ
ぞ
誇
ら
し

か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

舞
台
の
運
営
は 
睦 

む
つ
み 
会 
と
い
う
若
衆
が
行
っ

か
い

て
い
ま
し
た
。
水
戸
で
の
大
歌
舞
伎
の
公
演

に
も
戦
争
か
ら
復
員
し
た
者
な
ど
十
二
、
三

人
が
舞
台
回
し
の
た
め
同
行
し
ま
し
た
。
戦

前
は
地
元
鹿
島
神
社
の
大
祭
礼
で
の
公
演
に

は
、
栃
木
県
の
飯
野
や
益
子
か
ら
役
者
を
呼

ん
で
来
て
行
い
ま
し
た
が
、
そ
ち
ら
の
人
手

も
少
な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
昭
和
十
八
年

頃
か
ら
は
地
元
の
睦
会
で
役
者
も
こ
な
し
て

数
回
の
公
演
を
行
っ
た
そ
う
で
す
。
娯
楽
の

少
な
か
っ
た
当
時
、
ふ
る
さ
と
の
祭
は
ど
ん

な
に
か
楽
し
み
だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
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現
在
も
襖
絵
三
十
三
組
（
六
枚
一
組
）
と

 
燈  
籠 
、 
梯
子 
な
ど
の
大
道
具
を
含
め
、
か
な

と
う 
ろ
う 

は
し
ご

り
の
数
の
舞
台
道
具
が
残
っ
て
い
ま
す
。
昭

和
三
十
年
代
に
虫
干
し
が
行
わ
れ
な
く
な
っ

て
か
ら
は
旧
美
和
村
が
す
べ
て
の
道
具
を
保

管
し
て
き
ま
し
た
。
舞
台
蔵
に
保
管
し
て
い

た
際
に
、
雨
に
濡
れ
た
り
、
虫
害
に
あ
っ
た

り
し
て
破
損
し
た
道
具
は
焼
却
処
分
し
て
し

ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
現
存
す
る
も
の
は

全
体
の
お
よ
そ
三
分
の
一
ほ
ど
だ
と
い
い
ま

す
。
そ
の
道
具
も
残
念
な
が
ら
保
存
状
況
は

良
い
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
ほ
と
ん

ど
の
襖
は
鮮
や
か
な
彩
色
を
保
っ
て
お
り
、

現
在
で
も
使
用
で
き
る
道
具
が
多
数
あ
り
ま

す
。
当
時
を
知
る
人
は
、
将
来
西
塩
子
の
舞

台
の
よ
う
に
復
活
し
、
再
び
皆
さ
ん
に
見
て

も
ら
い
た
い
と
い
う
希
望
を
語
っ
て
く
だ
さ

い
ま
し
た
。

※
木
村
満
氏
、
益
子
宏
氏
に
聞
き
取
り
調
査

に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。

（
歴
史
民
俗
資
料
館
）
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▲現在は美和の山村開発センターに保管されています

▲当時、舞台を設営した丹下河原（下桧沢）




