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祭
り
が
地
域
の
文
化
を
継
承
し
た
り
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
に
役
立
つ
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
期
待
は
大
き
い
。

し
か
し
、
本
当
に
そ
う
な
の
か
。
人
口

構
成
や
若
者
気
質
の
変
化
、
ま
た
氏
子

感
覚
の
喪
失
と
い
っ
た
よ
う
に
、
人
の

暮
ら
し
を
取
り
巻
く
環
境
が
変
わ
っ
て

い
る
以
上
、
祭
り
の
機
能
も
変
化
し
て

当
然
だ
。

愛
知
県
高
浜
市
で
弓
の
神
事
が
３
５

０
年
余
り
も
続
い
て
い
る
と
聞
き
、
吉

浜
八
幡
社
氏
子
総
代
の
毛
受

め
ん
じ
ょ
う

尚
志

た
か
し

さ
ん

に
お
話
を
う
か
が
っ
て
み
た
。

余
興
と
神
事

八
幡
社
の
総
本
社
は
、
大
分
市
の
宇

佐
八
幡
宮
で
、
奈
良
時
代
か
ら
仏
教
保

護
の
神
と
し
て
〈
八
幡
大
菩
薩
〉
の
神

号
が
与
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
弓
矢
神
、

武
神
と
し
て
源
氏
の
氏
神
と
な
り
、
武

家
に
崇
拝
さ
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
全

国
に
多
く
勧
請
さ
れ
、
全
国
で
一
番
多

い
神
社
と
い
わ
れ
、
そ
の
数
約
２
万
社

と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

弓
の
神
事
〈
射
放
弓
〉
を
中
心
に
お

話
を
う
か
が
っ
た
の
だ
が
、
吉
浜
八
幡

社
の
祭
り
で
は
、〈
お
ま
ん
と
〉
と
い

う
駆
け
馬
と
〈
巫
女
舞
〉
も
行
な
わ
れ

る
。部

外
者
に
と
っ
て
は
区
別
が
つ
か
ず
、

話
を
進
め
て
い
く
内
に
毛
受
さ
ん
か
ら
、

〈
射
放
弓
〉
と
〈
巫
女
舞
〉
は
神
事
で

す
が
〈
お
ま
ん
と
〉
は
余
興
で
す
か
ら
、
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と
い
う
言
葉
が
飛
び
出
し
た
。

「
馬
が
関
連
す
る
祭
礼
行
事
は
、
全
国

的
に
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、〈
お
ま

ん
と
〉
も
始
め
は
馬
を
曳
い
て
歩
く
飾

り
馬
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
よ
う
で
す
。

高
浜
市
内
、
隣
の
刈
谷
市
、
東
浦
町
、

碧
南
市
な
ど
、
衣
浦
湾
の
周
辺
地
域
で

行
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
祭
礼
の
日

は
あ
ま
り
重
な
ら
な
い
よ
う
に
な
っ
て

お
り
、
馬
が
足
り
な
い
と
い
う
よ
う
な

こ
と
は
聞
い
て
お
り
ま
せ
ん
。

馬
は
ね
、
市
内
で
も
〈
お
ま
ん
と
〉

の
た
め
に
か
、
個
人
で
飼
っ
て
い
る
方

が
何
軒
か
あ
り
ま
し
て
、
そ
こ
か
ら
有

料
で
お
借
り
し
て
お
り
ま
す
」

高
浜
の
地
場
産
業
と
し
て
瓦
生
産
が

あ
り
、
明
治
期
に
は
運
送
用
に
馬
が
た

く
さ
ん
飼
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

〈
お
ま
ん
と
〉
が
盛
ん
に
な
っ
た
と
い

う
。
ま
た
、
謂い

わ

れ
は
わ
か
ら
な
い
が
、

花
車
を
曳
く
の
と
一
緒
に
歩
く
役
員

（
大
目
付
）
が
太
く
編
ん
だ
縄
を
背
負

っ
て
お
り
、
こ
れ
な
ど
も
瓦
産
業
の
名

残
を
思
わ
せ
る
。
縄
は
、
瓦
の
よ
う
に

割
れ
易
い
も
の
の
緩
衝
材
兼
梱
包
材
だ

っ
た
か
ら
だ
。

飾
っ
て
曳
い
て
歩
く
だ
け
だ
っ
た
が
、

段
々
と
年
代
が
下
が
る
に
つ
れ
て
、
駆

け
馬
に
な
っ
た
。
馬
場
の
中
を
馬
が
ぐ

る
り
と
走
る
の
に
、
人
間
が
並
走
し
な

が
ら
飛
び
つ
く
も
の
だ
。
足
の
速
い
競

走
馬
に
な
る
と
、
取
り
つ
い
て
走
る
の

も
大
変
だ
し
、
怪
我
人
も
出
る
が
、
男

の
度
胸
試
し
、
足
自
慢
の
よ
う
な
も
の

守り伝えるための
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で
人
気
が
あ
る
。

「〈
お
ま
ん
と
〉
は
祭
礼
の
余
興
で
あ

り
、
歴
史
は
そ
れ
ほ
ど
な
く
、
ほ
か
の

行
事
で
も
よ
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
今
は
、
市
内
の
各
神
社
の
祭
礼
の

余
興
と
し
て
し
っ
か
り
と
定
着
し
て
い

ま
す
。

射
放
弓
は
神
事
と
し
て
長
い
歴
史
を

持
っ
て
お
り
、
そ
こ
が
少
し
違
う
と
思

わ
れ
ま
す
」

弓
と
聞
い
て
思
い
浮
か
ぶ
の
は

射
放
弓
と
は
聞
き
慣
れ
な
い
言
葉
だ

が
、
弓
で
す
ぐ
に
思
い
浮
か
ぶ
の
が
流や

ぶ

鏑
馬

さ
め

だ
。
実
戦
的
弓
術
の
一
つ
と
し
て

平
安
時
代
か
ら
存
在
し
た
と
い
わ
れ
て

い
る
。
武
士
階
級
の
台
頭
で
、
勇
猛
な

弓
馬
礼
法
が
重
ん
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
が
、
江
戸
時
代
に
入
る
と
、
戦
う

機
会
を
失
っ
た
武
士
た
ち
に
と
っ
て
、

武
芸
は
嗜

た
し
な

み
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

相
撲
で
行
な
わ
れ
る
弓
取
り
式
も
印

象
が
強
い
。
こ
れ
も
平
安
時
代
に
、
勝

者
の
立
会
役
が
矢
を
背
負
っ
て
舞
っ
た

こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

場
所
中
に
毎
日
行
な
う
よ
う
に
な
っ
た

の
は
１
９
５
２
年
（
昭
和
27
）
５
月
場
所

か
ら
。
こ
れ
も
元
々
は
千
秋
楽
に
の
み

行
な
わ
れ
、
こ
の
場
所
最
後
の
勝
者
を

称
え
て
行
な
う
も
の
だ
っ
た
た
め
、
結

び
の
一
番
が
引
き
分
け
や
痛
み
分
け
の

場
合
は
、当
然
な
が
ら
行
な
わ
な
か
っ
た
。

前
述
の
流
鏑
馬
は
、
明
治
維
新
、
第

二
次
世
界
大
戦
、
敗
戦
に
よ
る
Ｇ
Ｈ
Ｑ

（
連
合
国
最
高
司
令
官
総
司
令
部
）
の
占
領
政

策
と
、
度
重
な
る
危
機
を
乗
り
越
え
、

現
在
は
観
光
の
目
玉
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
謂
れ
を
調
べ
て
み
る
と
、

長
い
間
原
型
の
ま
ま
継
承
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
み
え
て
、
最
近
に
な
っ
て
ア
レ

ン
ジ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

戦
い
に
出
な
く
と
も
、
疫
病
や
飢
饉

き
き
ん

な
ど
で
簡
単
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
当
時

の
人
間
が
、
神
仏
に
祈
る
思
い
は
今
よ

り
強
か
っ
た
は
ず
だ
。
弓
馬
礼
法
を
奉

納
す
る
と
い
う
こ
と
が
武
運
を
願
っ
た

り
、
勝
利
を
感
謝
す
る
気
持
ち
か
ら
、

神
事
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

射
放
弓
は
作
法

し
か
し
、
射
放
弓
は
流
鏑
馬
の
よ
う

に
、
矢
で
的
を
射
当
て
る
こ
と
を
主
眼

と
し
な
い
。
篠
竹
と
和
紙
で
つ
く
ら
れ

た
矢
尻
の
な
い
矢
を
、
天
空
高
く
、
射

放
つ
の
で
あ
る
。

高
浜
市
吉
浜
に
は
、
八
幡
社
と
神
明

社
の
２
社
の
神
社
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ

れ
上
地
区
、
下
地
区
の
氏
神
様
と
し
て

親
し
ま
れ
て
き
た
。
射
放
弓
も
２
社
で

行
な
わ
れ
、
敬
い
の
気
持
ち
を
込
め
て

〈
お
弓
〉
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

射
放
弓
の
名
前
は
、
神
明
社
に
今
も

残
る
お
墨
付
き
令
書
に
由
来
す
る
。
そ

こ
に
は
、

神
明
於
社
射
放
弓

右ページ：2010年の大祭はあいにくの雨。本
来は屋外で行なわれる〈お弓〉の奉納は、社殿
内で厳粛に執り行なわれた。一人が畳2枚の上
で作法を行なっている間、もう一人は立ったま
まじっと待つ。紋付袴姿の先生（師範）が付き
添う後ろに、見守っているOBの姿が見える。
左ページ：馬場を疾走する馬に、駆け寄りなが
ら取りつく〈おまんと〉。きれいに飾られた馬
が何頭も登場し、子供たちにも大人気の余興だ。
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「
弓
道
の
心
得
が
あ
る
と
か
、
そ
う
い

う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
弓
道
と
は

全
然
違
う
も
の
で
す
か
ら
。

弓
道
は
、
要
は
的
を
射
れ
ば
い
い
の

で
す
が
、
射
放
弓
は
作
法
を
ね
、
延
々

と
や
る
の
で
す
。
お
弓
の
作
法
を
。
そ

れ
を
延
々
と
や
っ
て
、
最
後
に
２
回
、

矢
を
射
っ
て
終
わ
る
の
で
す
。
作
法
だ

け
で
40
分
く
ら
い
か
か
り
ま
す
。
２
本

射
る
た
め
に
40
分
の
作
法
が
あ
る
の
で

す
」と

毛
受
さ
ん
。

２
本
の
矢
を
射
る
た
め
に
40
分
の
作

法
が
あ
る
、
と
聞
い
て
も
、
な
か
な
か

ピ
ン
と
こ
な
い
。
２
名
の
〈
お
弓
役
〉

に
は
前
役
と
後
役
と
が
あ
っ
て
、〈
お

弓
役
〉
の
一
人
が
奉
納
し
て
い
る
間
、

も
う
片
方
の
人
は
微
動
だ
に
せ
ず
立
っ

て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
そ
う
だ
。

そ
れ
だ
け
で
も
相
当
つ
ら
そ
う
な
の

だ
が
、〈
お
弓
役
〉
経
験
者
の
話
を
聞

く
と
、
作
法
自
体
も
肉
体
的
に
大
変
つ

ら
く
、
途
中
で
逃
げ
出
し
た
く
な
る
ほ

ど
の
も
の
だ
、
と
の
こ
と
。

い
っ
た
い
、
ど
ん
な
作
法
が
あ
る
か
、

ま
す
ま
す
興
味
が
湧
い
て
く
る
。

ち
な
み
に
〈
お
弓
役
〉
は
、
前
の
晩

か
ら
お
宿
と
呼
ば
れ
る
お
当
番
の
家
に

泊
ま
り
、
夜
中
の
２
時
ご
ろ
起
き
て
風

呂
に
入
り
身
を
清
め
る
。
支
度
を
し
た

ら
ま
ず
は
お
宿
の
前
で
二
人
が
そ
れ
ぞ

れ
２
本
の
矢
を
射
る
。

「
一
度
で
終
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ

の
あ
と
も
鳥
居
の
所
、
境
内
で
も
射
ま

可
令
授
与
者
也

と
あ
り
、〈
し
ゃ
ほ
う
き
�
う
〉
と
音

読
み
し
て
い
る
が
、
意
味
か
ら
す
る
と

〈
い
は
な
し
の
、
ゆ
み
〉
で
あ
ろ
う
。

吉
浜
八
幡
社
に
は
記
録
と
し
て
残
る

も
の
は
な
い
が
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
神
事

が
続
け
ら
れ
て
き
た
の
で
、
ル
ー
ツ
は

同
じ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

１
９
７
６
年
（
昭
和
51
）
に
射
放
弓
が

高
浜
市
文
化
財
の
第
一
号
に
認
定
さ
れ

た
際
に
、
当
時
の
吉
浜
公
民
館
館
長

故
・
杉
浦
林
造
さ
ん
は
、
射
放
弓
に
つ

い
て
念
入
り
に
調
査
を
行
な
っ
た
。
そ

の
結
果
、
弓
と
い
っ
て
も
的
を
射
抜
く

の
で
は
な
い
射
放
し
の
弓
の
神
事
は
、

ほ
か
に
は
見
ら
れ
な
い
珍
し
い
も
の
だ

と
い
う
。

〈
お
弓
〉
奉
納
者
は
〈
お
弓
役
〉
と
呼

ば
れ
、
２
社
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
２
名
ず
つ

の
青
年
が
選
出
さ
れ
る
。
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中
に
饌
米

せ
ん
ま
い

を
入
れ
て
、
そ
の
様
子
や
沸

い
た
湯
の
鳴
音
に
よ
っ
て
、
一
年
の
農

作
物
の
出
来
や
そ
の
他
の
吉
凶
を
占
っ

た
と
い
う
。

「
馬
三
疋
に
弓
二
張
」
に
よ
っ
て
行
な

わ
れ
る
神
事
こ
そ
が
、
定
法
で
あ
る
と

定
め
ら
れ
た
の
に
は
、
理
由
が
あ
っ
た
。

神
明
社
は
か
つ
て
は
太
神
宮
と
い
っ

て
、
通
称
〈
古
宮
〉
と
呼
ば
れ
て
い
る

吉
浜
町
南
屋
敷
の
地
に
祀
ら
れ
て
い
た

の
だ
が
、
１
６
５
８
年
（
万
治
元
）
火
事

に
な
っ
て
社
殿
が
焼
失
し
て
し
ま
っ
た

た
め
、
現
在
地
に
遷
宮
し
て
い
る
。
こ

の
遷
宮
を
期
と
し
て
、
吉
見
喜
左
衛
門

が
射
放
弓
の
お
墨
付
き
を
与
え
て
い
る

の
だ
。

吉
見
喜
左
衛
門
は
奈
良
か
ら
来
た
と

い
わ
れ
る
神
官
で
、
紀
州
藩
の
初
代
藩

主
徳
川
頼
宣

よ
り
の
ぶ

の
お
国
替
え
に
伴
っ
て
、

吉
浜
を
離
れ
た
と
さ
れ
る
。
２
社
の
神

官
は
喜
左
衛
門
の
弟
、
太
郎
左
衛
門
が

継
い
で
い
た
が
、
火
事
に
な
っ
た
た
め

に
兄
の
喜
左
衛
門
が
和
歌
山
か
ら
助
っ

人
に
帰
っ
て
き
た
と
い
う
わ
け
だ
。

市
の
無
形
文
化
財
に
認
定
さ
れ
た
折
、

杉
浦
さ
ん
は
吉
見
喜
左
衛
門
に
つ
い
て

も
く
わ
し
く
調
べ
よ
う
と
、
わ
ざ
わ
ざ

和
歌
山
ま
で
足
を
運
ん
で
い
る
。
そ
の

結
果
、
吉
浜
の
吉
見
家
は
残
念
な
が
ら

断
絶
し
て
い
る
が
、
紀
州
吉
見
家
は
続

い
て
い
る
こ
と
が
、
突
き
止
め
ら
れ
た
。

吉
見
喜
左
衛
門
が
ど
の
よ
う
な
作
法

や
所
作
を
命
じ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、

〈
お
弓
〉
奉
納
者
は
、
翌
年
師
範
と
な

す
。
２
本
射
る
の
を
１
回
と
し
て
、
４

回
射
る
の
で
す
。
身
を
清
め
る
の
も
今

は
風
呂
で
す
が
、
昔
は
西
の
浜
に
行
き
、

海
水
で
禊

み
そ
ぎ

を
し
た
そ
う
で
す
」

吉
見
喜
左
衛
門
の
お
墨
付
き

吉
浜
の
２
社
で
は
、
そ
も
そ
も
湯
立

ゆ
だ
て

祭
り
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
１

６
５
９
年
（
万
治
２
）
八
幡
社
、
神
明
社

両
社
の
神
官
だ
っ
た
吉
見
喜
左
衛
門
に

よ
っ
て
先
の
お
墨
付
き
が
与
え
ら
れ
て

以
降
、「
馬
三
疋
に
弓
二
張
を
も
っ
て

祭
り
と
す
る
」
よ
う
に
改
め
ら
れ
た
。

し
か
し
、
毛
受
さ
ん
に
よ
る
と
、

「
古
老
の
話
で
は
、
昭
和
初
期
ま
で
湯

立
が
行
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
八

幡
社
に
は
１
７
９
９
年
（
寛
政
11
）
三
州

吉
浜
村
と
銘
が
あ
る
御
湯
釜
が
残
さ
れ

て
い
ま
す
」

と
の
こ
と
。
大
釜
に
沸
か
し
た
湯
の

右３枚：弓の扱いができるように左肩の裃を外し、丁
寧に畳み込む師範。たった２本の矢を射るのに40分を
かけて行なうわけだが、一つひとつの動作は例えて言
えば太極拳のようなスローテンポ。この日は社殿内な
ので、実際には矢は放たない。
上下：腹に力が込められるように、鴨居にしがみつい
ていても振り回されるぐらいの勢いで、晒しをきっち
りと巻く。何年か繰り返されているうちに、畳の目が
すっかり縒（よ）れてしまっていた。
2010年の〈お弓役〉、左が兄の坂本和也さん、右が弟の
直敏さん。
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っ
て
弟
子
に
伝
授
し
て
い
く
の
で
、
間

違
い
な
く
伝
承
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
と

い
う
。

「
八
幡
社
の
す
ぐ
下
は
、
海
だ
っ
た
ん

で
す
よ
。
神
社
の
一
角
に
貝
塚
が
あ
り

ま
し
て
ね
、
県
の
文
化
財
課
で
調
査
し

ま
し
た
が
、
弥
生
時
代
か
ら
人
は
住
ん

で
い
た
よ
う
で
す
。

こ
こ
は
昔
か
ら
農
業
と
漁
業
だ
け
で

す
ね
。
田
ん
ぼ
も
明
治
用
水
が
開
通
す

る
ま
で
は
少
な
く
、
畑
作
で
す
。

お
米
が
採
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

海
を
埋
め
て
新
田
を
つ
く
っ
て
か
ら
。

服
部
新
田
だ
と
か
流
作
新
田
だ
と
か
の

地
名
が
つ
け
ら
れ
ま
し
た
」

と
毛
受
さ
ん
が
い
う
よ
う
に
、
当
時

の
氏
子
た
ち
は
農
民
や
漁
民
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
。
裃

か
み
し
もを

着
け
大
小
の
刀
を
差

し
、
弓
矢
を
携
え
て
神
前
に
〈
お
弓
〉

を
奉
納
す
る
、
と
聞
い
た
だ
け
で
、
村

人
が
ど
ん
な
に
驚
き
、
誇
り
に
思
っ
た

こ
と
か
、
と
杉
浦
さ
ん
は
指
摘
し
て
い

る
。
そ
れ
は
、〈
お
弓
〉
が
古
く
か
ら

非
常
に
大
切
に
扱
わ
れ
て
き
た
こ
と
か

ら
も
う
か
が
え
る
。

「
江
戸
時
代
に
は
、
農
民
に
は
帯
刀
は

お
ろ
か
、
裃
を
着
る
こ
と
も
許
さ
れ
な

か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
を
特
別
に
認
め

さ
せ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
」

氏
神
様
が
火
事
で
焼
失
し
て
し
ま
っ

た
と
い
う
心
の
痛
手
を
、〈
お
弓
〉
の

奉
納
と
い
う
形
で
解
消
さ
せ
よ
う
と
し

た
と
し
た
ら
、
吉
見
喜
左
衛
門
は
た
だ

者
で
は
な
い
人
物
と
い
え
よ
う
。

つ
ら
い
か
ら
こ
そ

昔
は
、
村
の
庄
屋
、
組
頭
、
そ
れ
に

〈
お
ち
ょ
う
番
〉（
そ
の
年
の
祭
礼
一
切
を
仕
切

る
重
要
な
役
柄
）
な
ど
に
よ
っ
て
、〈
お
弓

役
〉
を
推
薦
し
て
い
た
。

「
今
は
、
原
則
は
立
候
補
制
。
広
報
で

回
覧
し
て
手
を
上
げ
て
も
ら
う
の
で
す

が
、
立
候
補
が
な
い
場
合
は
射
放
弓
保

存
会
役
員
が
合
議
制
で
選
出
し
、
こ
ち

ら
か
ら
頼
み
に
行
き
ま
す
。

昔
は
20
歳
前
後
の
人
が
多
か
っ
た
よ

う
で
す
。
祭
り
の
２
カ
月
前
ぐ
ら
い
か

ら
は
週
６
日
練
習
が
あ
る
の
で
、
今
は
、

勤
め
て
い
る
人
や
大
学
生
は
難
し
い
の

で
す
。
そ
れ
で
段
々
年
齢
が
下
が
っ
て

き
て
、
一
昨
年
は
高
校
生
が
選
ば
れ
て

い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
は
高
校
生
。

し
か
し
、
選
ぶ
と
い
っ
て
も
、
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
の
問
題
な
ど
が
あ
っ
て
、
ど
こ

に
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
学

校
で
は
名
簿
は
出
し
ま
せ
ん
し
ね
。

だ
か
ら
人
づ
て
に
聞
い
て
探
し
て
い

ま
す
。
昔
と
同
じ
形
で
ず
っ
と
続
け
よ

う
と
思
う
と
、
相
当
努
力
を
し
ま
せ
ん

と
ね
。
ど
う
し
て
も
難
し
い
ん
で
す
よ
」

昔
は
選
ば
れ
る
こ
と
は
、
若
者
に
と

っ
て
一
世
一
代
の
名
誉
で
あ
り
、
家
に

と
っ
て
も
め
で
た
い
こ
と
な
の
で
、
母

親
は
息
子
に
紋
付
、
袴
を
準
備
し
て
心

を
配
っ
た
も
の
だ
と
い
う
。
今
は
、
そ

う
し
た
装
束
も
常
備
さ
れ
、
負
担
が
か

か
ら
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

前
年
に
〈
お
弓
役
〉
に
な
っ
た
若
者

２
名
は
、
師
範
と
な
っ
て
新
人
の
指
導

に
携
わ
り
、
そ
れ
が
結
果
と
し
て
作
法

の
伝
承
に
つ
な
が
っ
て
き
た
。
驚
く
べ

き
こ
と
に
、
師
範
の
役
目
を
終
え
て
も
、

８
年
経
っ
て
引
退
す
る
ま
で
、
サ
ポ
ー

ト
す
る
Ｏ
Ｂ
と
し
て
の
役
割
は
続
く
と

い
う
。

「
直
接
指
導
す
る
の
は
先
生
（
師
範
）

で
す
が
、
４
代
前
の
経
験
者
ま
で
が
チ

ー
ム
の
よ
う
に
な
っ
て
教
え
ま
す
。
８

年
経
っ
た
ら
一
応
卒
業
で
す
が
、
あ
く

ま
で
も
卒
業
で
あ
っ
て
、
完
全
に
切
れ

て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
」と

い
う
の
は
２
０
０
１
年
（
平
成
13
）

大
学
４
年
生
の
と
き
に
〈
お
弓
役
〉
を

務
め
た
塙

は
な
わ

智
史
さ
ん
。
仕
事
の
関
係
で
、

今
は
浜
松
に
住
ん
で
い
る
が
、
こ
の
日

も
わ
ざ
わ
ざ
足
を
運
ん
だ
。

引
退
後
は
直
接
指
導
す
る
こ
と
は
な

く
な
る
が
、〈
お
弓
役
〉
経
験
者
と
し

て
の
自
覚
と
後
輩
へ
の
配
慮
は
消
え
る

こ
と
が
な
い
。
暗
が
り
の
中
で
行
な
わ

れ
る
練
習
を
、
何
と
な
く
見
守
る
先
輩

の
姿
が
、
境
内
か
ら
絶
え
る
こ
と
が
な

い
の
で
あ
る
。

Ｏ
Ｂ
と
し
て
の
話
を
聞
か
せ
て
く
れ

た
塙
さ
ん
や
林
裕
生
さ
ん
（
２
０
０
２
年

〈
平
成
14
〉
の
お
弓
役
）
、
内
藤
翔
太
さ
ん

（
同
、
２
０
０
７
年
〈
平
成
19
〉）
が
口
を
揃
え

て
言
う
に
は
、〈
お
弓
〉
の
作
法
は
と

に
か
く
肉
体
的
に
き
つ
い
、
と
い
う
こ

右端：お弓を拾った人は、
その年1年無病息災とな
るため、雨のために放た
れなかった弓を天に射る。
上：無事、奉納を終えて、
緊張から解き放たれた二
人。

「自分のとき以上に緊張
する」というのは、OB
のみなさん。難しい動作
のタイミングがわかって
いるだけに、固唾を呑ん
で見守る。



と
だ
。
足
が
腫
れ
て
、
そ
の
腫
れ
が
引

か
な
い
う
ち
に
ま
た
次
の
練
習
を
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
、
大
の
男
が
逃

げ
出
し
た
く
な
る
ぐ
ら
い
の
つ
ら
さ
だ

と
言
う
。

か
つ
て
は
名
誉
な
こ
と
だ
っ
た
が
、

時
間
を
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
嫌
う
現
代

人
が
、
そ
れ
ほ
ど
つ
ら
い
こ
と
を
耐
え

ら
れ
る
も
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
思
い

が
よ
ぎ
る
。

「
や
っ
た
人
で
な
い
と
わ
か
ら
な
い
こ

と
で
す
が
、
で
き
る
か
で
き
な
い
か
本

当
に
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
ま
で
追
い
つ

め
ら
れ
る
ん
で
す
。
そ
こ
で
踏
ん
張
れ

た
の
は
、
僕
の
場
合
は
30
歳
ま
で
に
何

か
を
残
し
た
い
、
と
い
う
気
持
ち
が
あ

っ
た
か
ら
で
し
た
。

や
っ
て
み
て
、
こ
の
き
つ
さ
が
あ
る

か
ら
逆
に
続
い
て
き
た
の
か
な
、
と
思

い
ま
す
。
だ
て
に
３
５
０
年
続
い
て
き

た
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
よ
」

と
塙
さ
ん
。

か
つ
て
は
選
ば
れ
る
べ
く
し
て
選
ば

れ
る
よ
う
な
〈
お
弓
役
〉
だ
っ
た
わ
け

だ
が
、
現
代
は
選
ば
れ
方
の
幅
が
広
く

な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
期
せ
ず
し

て
、
親
密
圏
だ
け
で
ま
と
ま
り
が
ち
な

現
代
人
の
交
友
関
係
を
公
共
圏
に
ま
で

拡
大
す
る
こ
と
に
貢
献
し
て
い
る
よ
う

に
思
う
。
な
に
し
ろ
、
自
分
の
親
や
祖

父
ぐ
ら
い
の
先
輩
と
も
親
し
く
言
葉
を

交
わ
せ
る
し
、
同
じ
時
期
に
〈
お
弓
役
〉

を
務
め
た
者
ど
う
し
は
戦
友
の
よ
う
な

気
持
ち
で
つ
き
合
え
る
。

塙
さ
ん
と
林
さ
ん
と
内
藤
さ
ん
に
し

て
み
て
も
、
年
代
や
趣
味
も
違
っ
て
い

る
か
ら
、
ぱ
っ
と
見
た
ら
ど
う
い
う
関

係
な
の
だ
ろ
う
、
と
思
う
人
が
い
る
か

も
し
れ
な
い
。
今
は
地
域
の
つ
き
合
い

も
な
い
し
、
同
じ
小
中
学
校
の
出
身
で

も
、
ク
ラ
ス
が
違
っ
た
ら
顔
も
わ
か
ら

な
い
よ
う
な
状
況
。
そ
れ
が
〈
お
弓
〉

に
よ
っ
て
、
強
い
絆
で
結
ば
れ
る
の
だ
。

祭
り
を
は
じ
め
と
す
る
組
織
で
は
、

誰
で
も
参
加
で
き
る
よ
う
に
ハ
ー
ド
ル

を
下
げ
て
親
密
圏
を
広
げ
る
の
が
、
最

近
の
傾
向
。
と
こ
ろ
が
、
実
は
高
い
ハ

ー
ド
ル
は
、
マ
イ
ナ
ス
ど
こ
ろ
か
プ
ラ

ス
に
働
い
て
い
る
こ
と
が
射
放
弓
か
ら

は
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

ど
ん
な
き
つ
い
こ
と
も
こ
な
せ
そ
う

な
若
者
が
、
口
々
に
つ
ら
い
、
と
い
う

射
放
弓
の
作
法
。
こ
れ
は
ど
ん
な
に
書

い
て
あ
る
も
の
を
読
み
、
写
真
を
見
て

も
理
解
で
き
な
い
。
興
味
の
あ
る
方
は
、

是
非
現
地
に
足
を
運
ん
で
そ
の
目
で
確

認
し
て
ほ
し
い
。
そ
れ
も
祭
り
本
番
だ

け
で
な
く
、
練
習
の
と
き
と
両
方
見
た

ら
、
そ
の
言
葉
の
意
味
が
わ
か
る
だ
ろ

う
。本

番
を
見
守
る
内
に
、「
こ
れ
だ
け

き
つ
い
練
習
を
続
け
る
の
は
、
実
は
奉

納
す
る
と
き
の
緊
張
感
を
最
高
潮
に
持

っ
て
い
く
た
め
か
も
し
れ
な
い
」
と
さ

え
思
え
て
く
る
。
Ｏ
Ｂ
の
人
た
ち
は
、

そ
の
緊
張
感
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き

る
、
唯
一
の
存
在
だ
か
ら
こ
そ
、
戦
友

と
な
り
得
る
の
だ
。

伝
え
る
仕
組
み
と
し
て

吉
浜
八
幡
社
で
は
、
巫
女
舞
の
人
選

に
も
、
射
放
弓
の
「
伝
え
る
仕
組
み
」

を
応
用
し
た
よ
う
な
や
り
方
を
採
用
し

て
い
る
。
小
学
校
１
年
生
で
巫
女
に
選

ば
れ
る
と
１
年
間
の
見
習
い
を
経
て
、

２
年
生
か
ら
５
年
生
ま
で
同
じ
女
の
子

が
続
け
て
巫
女
さ
ん
を
務
め
る
の
だ
。

こ
ち
ら
は
射
放
弓
の
よ
う
に
き
つ
い

作
法
は
な
い
も
の
の
、
長
く
継
続
す
る

必
要
か
ら
、
幼
い
本
人
よ
り
も
お
母
さ

ん
に
覚
悟
が
求
め
ら
れ
る
。

自
分
の
娘
だ
け
練
習
に
つ
い
て
い
け

な
い
と
み
ん
な
に
迷
惑
が
か
か
る
の
で
、

母
娘
一
丸
と
な
っ
て
の
練
習
が
必
要
だ
。

家
で
特
訓
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
は
お

母
さ
ん
が
覚
え
な
く
て
は
な
ら
ず
、
音

曲
を
Ｃ
Ｄ
に
録
音
す
る
の
だ
そ
う
。

普
通
の
習
い
事
と
違
っ
て
、
個
人
の

勝
手
で
や
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の

で
、
や
り
抜
く
根
性
が
育
つ
だ
ろ
う
こ

と
と
、
少
子
化
で
兄
弟
姉
妹
が
少
な
い

昨
今
、
お
姉
さ
ん
的
存
在
、
妹
的
存
在

の
中
で
社
会
性
が
育
ま
れ
、「
巫
女
舞

を
始
め
て
か
ら
、
し
っ
か
り
し
て
き
た
」

と
い
う
お
母
さ
ん
の
感
想
も
多
い
。

こ
う
し
た
仕
組
み
は
、
昔
の
ム
ラ
社

会
の
連
帯
責
任
の
延
長
で
あ
っ
た
と
さ

れ
、
一
時
期
は
窮
屈
で
あ
る
と
し
て
敬

遠
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
今
と
な
っ
て
は

か
え
っ
て
プ
ラ
ス
に
働
い
て
い
る
よ
う

だ
。
自
分
だ
け
の
た
め
だ
と
頑
張
れ
な
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い
け
れ
ど
、
み
ん
な
に
迷
惑
を
か
け
な

い
た
め
に
な
ら
頑
張
れ
る
か
ら
だ
。

巫
女
舞
と
い
う
伝
統
の
伝
承
を
し
つ

つ
、
成
長
過
程
で
身
に
つ
け
る
べ
き
責

任
感
を
育
む
と
い
う
一
石
二
鳥
の
仕
組

み
は
、
多
分
、
射
放
弓
か
ら
学
ぶ
べ
き

も
の
が
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

現
代
の
通
過
儀
礼

実
は
、
射
放
弓
の
練
習
期
間
は
年
々

長
く
な
り
、
内
容
は
厳
し
く
な
っ
て
い

る
と
い
う
。
忙
し
い
か
ら
と
楽
に
向
か

う
の
で
は
な
く
、
よ
り
高
い
目
標
を
設

定
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
す
ご
い
。

自
分
が
師
範
に
な
っ
た
と
き
に
、
も

っ
と
精
度
を
上
げ
た
い
と
思
う
人
が
増

え
た
の
が
、
そ
の
理
由
。
こ
れ
だ
け
の

伝
統
を
つ
な
げ
て
こ
ら
れ
た
の
は
、

〈
お
弓
役
〉
が
無
事
終
わ
っ
た
と
き
に
、

そ
う
し
た
志
が
芽
生
え
る
か
ら
に
違
い

な
い
。

誰
か
ら
強
制
さ
れ
る
で
も
な
く
、
自

ら
の
中
に
そ
う
し
た
向
上
心
が
芽
生
え

る
と
い
う
の
は
、
楽
を
し
な
い
で
身
体

で
覚
え
た
プ
ロ
セ
ス
の
積
み
重
ね
が
あ

る
か
ら
だ
。

文
化
人
類
学
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
辺

境
の
地
で
、
男
子
の
通
過
儀
礼
が
あ
る

こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
射
放
弓
も

通
過
儀
礼
の
一
種
と
見
る
こ
と
が
で
き

る
。そ

の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
、
か

つ
て
は
農
民
が
帯
刀
し
裃
を
着
る
神
事

の
奉
納
者
に
選
ば
れ
る
、
と
い
う
誇
り

が
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
今
の
〈
お
弓
役
〉

は
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。

〈
お
弓
役
〉
経
験
者
た
ち
は
、「
も
う

一
度
や
れ
と
言
わ
れ
た
ら
嫌
だ
」「
ま

っ
た
く
知
ら
な
か
っ
た
の
で
引
き
受
け

て
し
ま
っ
た
が
、
わ
か
っ
て
い
た
ら
断

っ
た
か
も
」
と
言
う
が
、
そ
れ
は
す
べ

て
成
し
遂
げ
た
者
の
言
う
言
葉
。
こ
の

経
験
が
人
生
の
ほ
か
の
場
面
で
生
き
て

い
る
こ
と
に
、
異
論
を
唱
え
る
人
は
い

な
い
。

た
だ
し
、
た
っ
た
今
、
成
し
遂
げ
た

お
二
人
か
ら
は
「
と
に
か
く
終
わ
っ
た
」

と
い
う
安
堵
感
が
ほ
や
ほ
や
と
立
ち
上

っ
て
い
た
。

進
学
や
就
職
、
転
勤
な
ど
の
理
由
で

地
域
か
ら
転
出
す
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ

う
が
、
家
が
引
っ
越
し
て
も
、
神
社
は

変
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
あ
る
。
そ
こ
に
帰

れ
ば
仲
間
が
い
る
と
い
う
安
心
感
は
、

き
っ
と
何
も
の
に
も
代
え
難
い
に
違
い

な
い
。
　

吉
浜
の
射
放
弓
は
、
氏
神
様
の
現
代

に
お
け
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
く
れ
る
。

吉
見
喜
左
衛
門
も
、
３
５
０
年
余
の
の

ち
、
自
分
の
定
め
た
神
事
が
、
よ
も
や

こ
の
よ
う
な
形
で
役
立
と
う
と
は
夢
に

も
思
わ
な
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
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祭りの早朝から花車を曳い
て歩く行列を、大目付が先
導する。神社に戻ってきた
大目付は、馬を曳いて馬場
を回り〈おまんと〉の幕開
けをするが、大縄を背負い、
着ている法被（はっぴ）に
も縄のモチーフが。


