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奴
振
り
と
と
も
に
、
近
江
地
域
で
伝
承

さ
れ
て
い
る
特
徴
的
な
伝
統
行
事
が
「
奉ほ

う

納の

う

角す

力も

う

」「
角
力
踊
り
」
で
す
。
相
撲
は

秋
の
行
事
で
、
日ひ

撫な

で

神
社
（
顔
戸
）
と
山や

ま

津つ

照て

る

神
社
（
能
登
瀬
）
の
秋
祭
に
奉
納
さ

れ
ま
す
。

古
代
、
相
撲
は
そ
の
年
の
後
半
の
農
作

物
の
豊
凶
を
占
う
国
家
行
事
と
し
て
、
七

月
七
日
に
宮
中
の
「
相
撲

す

ま

い

の

節せ
ち

会え

」
と
し
て

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
後
世
に
な
る
と
、
野の

神が

み

祭ま
つ
り

な
ど
収
穫
に
関
す
る
儀
礼
と
セ
ッ
ト

に
な
り
、
各
地
の
神
社
で
は
、
天
下
泰

平
・
子
孫
繁
栄
・
五
穀
豊
穣
・
大
漁
祈
願

な
ど
を
願
い
、
神し

ん

事じ

と
し
て
相
撲
が
お
こ

な
わ
れ
、
勝
敗
に
よ
っ
て
五
穀
豊
穣
を
占

っ
た
り
、
最
後
の
取
り
組
み
で
は
力
士
が

四
つ
に
組
ん
だ
状
態
で
行
司
が
待
っ
た
を

か
け
、
「
こ
の
勝
負
来
年
に
持
ち
越
し
」

と
述
べ
て
、
場
を
お
さ
め
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
一
方
で
、
長
い
年
月
に
さ
ま
ざ
ま

な
技
が
洗
練
さ
れ
て
、
次
第
に
独
特
の
様

式
を
持
つ
格
闘
技
に
な
り
ま
し
た
。
日
撫

神
社
や
山
津
照
神
社
は
、
古
代
の
神
社
一

覧
で
あ
る
『
延え

ん

喜ぎ

式し

き

』
神
名

し

ん

め

い

帳ち
ょ
う

（
九
二
七

年
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
坂
田
郡
の
五
つ

の
神
社
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
相

撲
も
地
域
の
繁
栄
を
願
う
神
事
と
し
て
始

ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
現
在
で
も
そ
の
名

残
が
の
こ
っ
て
い
ま
す
。

日
撫
神
社
で
は
、
毎
年
秋
祭
り
に
顔

戸
・
高
溝
・
舟
崎
の
氏
子
に
よ
る
奉
納
角

力
と
角
力
踊
り
が
執
り
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
神
事
の
あ
と
土
俵
の
お
祓
い
、
行
司

と
呼
び
出
し
に
よ
る
土
俵
祭
が
お
こ
な
わ

れ
ま
す
。
奉
納
角
力
は
、
ま
ず
大
関
、
関

脇
、
小
結
の
三
役
が
神か

み

角ず

力も

う

を
奉
納
し
、

い
ず
れ
も
東
西
両
方
が
勝
つ
よ
う
に
な
っ

て
い
る
の
は
、
前
述
の
豊
穣
占
い
と
同
様

で
す
。
地
元
の
豆
力
士
た
ち
が
子
ど
も
角

力
を
行
い
、
中
入
り
に
は
、
紫
や
赤
、
朱
、

草
色
の
緞ど

ん

子す

・
綸り

ん

子ず

織お

り
の
化
粧
ま
わ
し

を
つ
け
た
十
八
人
の
力
士
が
社
殿
に
参
拝

後
、
土
俵
入
り
を
し
ま
す
。
近
年
ま
で
は

弘こ

う

化か

年
間
（
一
八
四
四
〜
四
七
）
に
井
伊

家
か
ら
奉
納
さ
れ
た
ま
わ
し
が
着
け
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
土
俵
入
り
の
あ
と
、
一
ツ

拍
子
と
三
ツ
拍
子
の
角す

力も

う

甚じ

ん

句く

に
合
わ
せ

て
、
掛
け
声
と
と
も
に
土
俵
を
踏
み
し
め

る
角
力
踊
り
が
は
じ
ま
り
ま
す
。

日
撫
神
社
に
は
、
東
国
と
西
国
の
力
士

が
大
き
な
石
を
は
さ
ん
で
力
く
ら
べ
を

し
、
神
の
裁
定
で
引
き
分
け
た
と
い
う

「
手
形
力
石
」
の
物
語
が
伝
わ
り
ま
す
。

ま
た
、「
力ち

か
ら

競く
ら
べ

石い

し

」
は
、
戦
国
時
代
に
浅

井
家
の
武
将
で
宇
賀
野
出
身
と
さ
れ
る

遠
藤

え

ん

ど

う

直
経

な

お

つ

ね

と
、
越
前
朝
倉
家
随
一
の
豪

傑
・
真ま

柄が

ら

十じ
ゅ
う

郎ろ

う

左ざ

衛え

門も

ん

が
、
こ
の
石
を
持

ち
上
げ
て
力
を
競
い
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
日
撫
神
社
の
神

徳
や
奉
納
角
力
を
た
た
え
る
伝
承
で
す
。

山
津
照
神
社
で
も
秋
祭
に
は
神
事
角
力

が
奉
納
さ
れ
ま
す
。
か
つ
て
は
、
近
郷
は

も
ち
ろ
ん
、
遠
く
八
日
市
、
敦
賀
、
岐
阜

あ
た
り
か
ら
力
士
が
集
ま
り
、
地
方
で
は

ま
れ
な
盛
況
だ
っ
た
そ
う
で
す
が
、
近
年

は
、
能
登
瀬
の
児
童
生
徒
と
、
氏
子
青
年

に
よ
る
奉
納
角
力
と
な
っ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
実
は
ど
ち
ら
の
奉
納
角
力
も
そ

の
始
ま
り
に
つ
い
て
、
鎌
倉
時
代
の
承
久

じ
ょ
う
き
ゅ
う

二
年
（
一
二
二
〇
）
頃
、
北
隣
の
名み

ょ
う

超ち
ょ
う

寺じ

（
長
浜
市
名な

越ご

し

町ち
ょ
う

）
へ
ひ
そ
か
に
行ぎ

ょ
う

幸こ

う

さ

れ
て
い
た
後ご

鳥
羽

と

ば

上じ
ょ
う

皇こ

う

の
参
拝
に
際
し

て
、
村
人
が
力
く
ら
べ
の
相
撲
を
披
露
し

た
こ
と
に
よ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

湖
北
地
方
を
遊
幸

ゆ

う

こ

う

さ
れ
た
上
皇
は
、
宇
賀

野
の
蓮れ

ん

成じ
ょ
う

寺じ

に
参
詣
し
、
寺
領
と
し
て
美

濃
国
中
山
郷
を
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

日
撫
神
社
に
参
拝
し
て
角
力
を
見
学
さ

れ
、
黄
色
の
牛
を
奉
納
し
た
と
伝
え
、
さ

ら
に
山
津
照
神
社
へ
も
菊
桐

き

く

き

り

の
紋
章
と
、

宝
剣
を
納
め
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
次
回
、
近
江
地
域
周
辺
に
の
こ
る
後

鳥
羽
上
皇
伝
説
を
追
っ
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。

（
歴
史
文
化
財
保
護
課
）
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相
撲
は
神
事

後
鳥
羽
上
皇
伝
説

▲ 奉納角力（能登瀬）

▲ 角力踊り（顔戸）


