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～
葛
畑
の
農
村
歌
舞
伎
舞
台
～

　
葛
畑
の
舞
台
は
、
兵
庫
県
下
に
３

３
０
棟
も
あ
っ
た
農
村
舞
台
の
頂
点

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
重
要
な
建
造
物

と
し
て
、
昭
和
　
年
に
国
指
定
重
要

４３

有
形
民
俗
文
化
財
に
な
り
ま
し
た
。

　
平
成
　
年
に
は
、
老
朽
化
し
て
い

１３

た
舞
台
の
茅
葺
き
屋
根
を
修
理
し
ま

し
た
が
、
舞
台
は
使
っ
て
こ
そ
価
値

を
発
揮
す
る
も
の
で
す
。
平
成
　
年
１５

と
　
年
に
は
、
多
く
の
人
の
熱
意
と

１６
協
力
に
支
え
ら
れ
て
葛
畑
座
に
よ
る

復
活
公
演
が
実
現
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
今
年
９
月
　
日
に
は
、
葛

２７

畑
の
舞
台
で
「
せ
き
の
み
や
子
ど
も

歌
舞
伎
」
が
上
演
さ
れ
ま
す
。

　
建
物
の
規
模
は
正
面
長
７
・
９
㍍
、

側
面
長
７
・
７
㍍
、
高
さ
９
・
８
㍍
で
、

多
く
の
専
門
的
な
技
術
が
取
り
入
れ

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
一
つ
が
本
格
的
な
独
楽
回
し

式
の
回
り
舞
台
で
す
。
舞
台
の
床
下

は
奈
落
で
、
地
面
を
１
・
１
㍍
掘
り
、

周
囲
に
石
垣
を
積
ん
で
高
さ
２
 ㍍

の
地
下
室
を
造
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

中
で
４
人
が
力
を
合
わ
せ
て
直
径

４
・
１
㍍
の
舞
台
を
回
し
ま
す
。
ま

た
、
公
演
時
に
は
演
者
の
楽
屋
と
し

て
も
利
用
さ
れ
ま
す
。

　
昭
和
　
年
の
資
料
で
は
、
兵
庫
県

５５

下
で
１
７
９
棟
、
但
馬
で
　
棟
の
農

９６

村
舞
台
が
現
存
し
て
い
ま
す
。
養
父

市
に
は
　
棟
あ
り
、
内
訳
は
関
宮
地

２９

域
　
棟
、
大
屋
地
域
９
棟
、
養
父
地

１９
域
１
棟
で
す
。
養
父
市
は
村
芝
居
が

盛
ん
で
、
多
く
の
農
村
舞
台
が
今
も

残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
但
馬
の
芝
居
座
は
、
葛
畑
座
と
豊

岡
市
日
高
町
堀
の
手
辺
座
（
大
正
期

に
廃
絶
）
の
二
つ
が
あ
り
ま
し
た
。

葛
畑
座
は
、
明
治
３
年
に
藤
田
甚
左

衛
門
が
村
の
青
年
に
歌
舞
伎
を
教
え

て
始
ま
り
ま
し
た
が
、
昭
和
９
年
を

最
後
に
途
絶
え
ま
し
た
。
そ
の
後
、

昭
和
　
年
と
昭
和
　
年
の
公
演
を
経

３９

４１

て
、
平
成
　
年
に
　
年
ぶ
り
の
復
活

１５

３７

公
演
が
実
現
し
ま
し
た
。

　
葛
畑
の
舞
台
は
、
葛
畑
座
の
本
拠

地
の
芝
居
堂
と
し
て
明
治
　
年
に
建

２５

て
ら
れ
ま
し
た
。
葛
畑
座
も
明
治
３

年
に
始
ま
る
歴
史
を
復
活
し
、
歌
舞

伎
を
見
事
に
演
じ
舞
台
を
動
か
し
て

い
ま
す
。　
　
　
　（
社
会
教
育
課
）

ま
ち
の
文
化
財
頴

　
市
で
は
、市
民
の
皆
さ
ん
が「
住

ん
で
良
か
っ
た
」「
こ
れ
か
ら
も
住

み
続
け
た
い
」
と
思
え
る
ま
ち
づ

く
り
を
目
指
し
、
各
種
事
業
を
推

進
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
事
業

を
推
進
す
る
た
め
の
財
源
は
、
皆

さ
ん
に
ご
負
担
い
た
だ
い
て
い
る

市
税
や
公
共
料
金
な
ど
が
大
き
な

割
合
を
占
め
て
い
ま
す
。

　
ほ
と
ん
ど
の
市
民
の
皆
さ
ん
に

は
納
期
限
内
に
納
付
い
た
だ
い
て

い
ま
す
が
、
公
平
で
公
正
な
市
民

負
担
の
確
保
の
た
め
に
「
悪
質
」

と
判
断
さ
れ
る
場
合
は
、
財
産
の

差
し
押
さ
え
や
裁
判
所
へ
支
払
督

促
を
申
し
立
て
る
な
ど
滞
納
整
理

を
強
化
し
ま
す
。

　
市
の
歳
入
（
収
入
）
の
根
幹
で

あ
る
税
を
は
じ
め
、
公
共
料
金
等

の
必
要
な
歳
入
の
確
保
を
図
っ
て

い
く
こ
と
は
、
財
政
危
機
の
克
服
、

公
平
性
の
確
保
、
市
政
へ
の
信
頼

を
高
め
て
い
く
た
め
に
も
重
要
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
各
課
に
ま
た
が
る
滞

納
情
報
を
集
約
し
、
高
額
・
悪
質

滞
納
な
ど
の
困
難
事
案
に
つ
い
て
、

法
的
手
段
を
と
る
こ
と
で
滞
納
整

理
を
行
う
収
納
対
策
室
を
、
今
年

度
か
ら
設
置
し
ま
し
た
。

　
市
で
は
、
県
下
各
地
で
、
個
人

住
民
税
を
は
じ
め
と
す
る
滞
納
整

理
に
大
き
な
成
果
を
上
げ
て
い
る

「
兵
庫
県
個
人
住
民
税
等
整
理
回

収
チ
ー
ム
」
の
派
遣
を
要
請
し
ま

し
た
。

　
こ
の
チ
ー
ム
は
、
差
し
押
さ
え

な
ど
の
滞
納
処
分
を
主
な
業
務
と

す
る
専
門
官
で
組
織
す
る
も
の
で
、

本
年
　
～
　
月
の
３
カ
月
間
、
市

１０

１２

職
員
と
協
力
し
て
滞
納
整
理
に
あ

た
っ
て
い
た
だ
く
予
定
で
す
。

　
道
路
を
は
じ
め
と
す
る
社
会
基

盤
、
将
来
を
担
う
子
ど
も
へ
の
教

育
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
生
命
と
財

産
を
守
る
医
療
や
防
犯
・
防
災
な

ど
各
種
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

に
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
ご
負
担

い
た
だ
い
て
い
る
税
金
や
公
共
料

金
な
ど
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
誰
も
が
公
平
に
負
担
し
、
公
平

な
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
、

今
後
も
期
限
内
納
付
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ

市
役
所
収
納
対
策
室
・
税
務
課

（
緯
６
６
２
倆
３
１
６
１
）

市
税
や
公
共
料
金
な
ど
の

　
　
　
滞
納
整
理
を
強
化
し
ま
す
！

公
平
で
公
正
な
市
民
負
担
の
確
保
に
向
け
て

＊
収
納
対
策
室
の
設
置

＊
兵
庫
県
個
人
住
民
税
等

　
整
理
回
収
チ
ー
ム
に
よ

　
る
滞
納
処
分
の
強
化

＊
期
限
内
納
付
に
ご
協
力
を


