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い
と
け
な
い
幼
子
が

主
役
を
務
め
る
春
の
流
鏑
馬―

―

。

勇
壮
な
秋
の
流
鏑
馬
と
は

趣
の
こ
と
な
る

和
や
か
な
祭
り
に
は
、

子
ど
も
の
健
や
か
な

成
長
を
願
う

深
い
愛
情
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。



　

春
の
麗う

ら

ら
か
な
日
差
し
の
な
か
、
白
・

紫
・
赤
の
三
色
で
飾
り
立
て
ら
れ
た
花

笠
と
赤
い
陣じ
ん
ば
お
り

羽
織
で
盛
装
し
た
幼
い
乗

り
子
が
出い
ず
も雲

伊い

わ

い
波
比
神
社
を
訪
れ
る
。
春

の
流や
ぶ
さ
め

鏑
馬
の
風
景
で
あ
る
。

　

毛
呂
山
町
に
お
け
る
代
表
的
な
祭
り

で
あ
る
流
鏑
馬
祭
り
に
は
、
毎
年
11
月

3
日
に
行
わ
れ
る
秋
の
流
鏑
馬
と
3
月

母親の象徴「オカイドリ」

の
第
2
日
曜
日
に
行
わ
れ
る
春
の
流
鏑
馬

が
あ
る
。

　

若
武
者
姿
の
乗
り
子
が
疾
風
の
ご
と
く

駆
け
抜
け
、
馬
上
か
ら
矢
を
放
つ
勇
壮
な

秋
の
流
鏑
馬
に
対
し
、
春
の
流
鏑
馬
は
７

歳
前
の
男
児
が
乗
り
子
と
な
り
「
願が
ん
ま
と
う的

」

と
い
う
静
止
し
て
い
る
馬
上
か
ら
的
に
矢

を
射
る
行
事
の
み
が
行
わ
れ
る
穏
や
か
な

流
鏑
馬
で
あ
る
。

　

春
の
流
鏑
馬
は
、
１
日
限
り
の
祭
り
で

あ
る
。
乗
り
子
、
当
番
行
事
人
、
後こ
う
け
ん見
、

矢や

と取
り
、
口く

ち
と取

り
、
乗
り
子
の
父
親
で
構

成
さ
れ
た
一
行
は
、
的ま
と
う
や
ど宿を
出
発
し
、
出

雲
伊
波
比
神
社
へ
と
向
か
う
。
そ
の
後
口

す
す
ぎ
、
爪
切
り
を
行
い
、
鳥
居
の
前
で

神
官
の
お
祓は
ら

い
を
受
け
、馬
場
へ
と
入
る
。

馬
場
入
り
し
た
後
は
、
二
度
の
馬
見
せ
を

行
い
、三
度
目
に
「
願
的
」
に
矢
を
放
つ
。

そ
し
て
乗
り
子
は
父
親
と
拝は
い
で
ん殿
に
行
き
、

再
度
お
祓
い
を
し
て
も
ら
い
的
宿
へ
と
引

き
返
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
一
連
の
祭

礼
の
手
順
は
秋
の
流
鏑
馬
と
似
て
い
る
。

幼
子
の
成
長
を

　
　
　

祈
願
し
て
｜

「願的」、矢を射るのはこの１回のみ。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
一
連
の
祭

礼
手
順
が
、
１
日
で
行
わ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
が
秋
の
流
鏑
馬
と
は
大
き
く
異
な
る
点

で
あ
る
。

　

春
の
流
鏑
馬
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、

的
宿
と
神
社
ま
で
の
往
復
、
馬
場
内
に
お

い
て
乗
り
子
の
頭
上
に
常
に
「
オ
カ
イ
ド

リ
」
と
呼
ば
れ
る
竹
に
掛
け
ら
れ
た
小こ
そ
で袖

が
随
行
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

幼
い
子
ど
も
が
主
役

１
日
限
り
の
祭
り

「オ
カ
イ
ド
リ
」
に
守
ら
れ
て

　
「
オ
カ
イ
ド
リ
」
は
、
母
親
の
象
徴
と

さ
れ
、幼
い
乗
り
子
を
見
守
り
、付
き
従
っ

て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
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「
七
つ
う
ち
は
神
の
子
」

平
成
17
年
春
の
流
鏑
馬
の
乗
り
子

稲
垣
結き
っ
ぺ
い平
く
ん
（
８
歳
）

父　

稲
垣
博
也
さ
ん
（
毛
呂
本
郷
）

　

春
の
流や
ぶ
さ
め

鏑
馬
の
主
役
を
務
め
る
の
は
７
歳
前
の
男
の
子
。

　

こ
れ
は
春
の
流
鏑
馬
が
年と
し
う
ら占
や
豊ほ
う
き
ょ
う凶
判
断
と
い
っ
た
神し
ん
い意
を
は
か
る
目

的
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
「
七
つ
う
ち
は
神
の
子
」
と
さ
れ
る
子

ど
も
を
射い

て手
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
結
果
を
よ
り
神
意
に
近
づ
け
よ

う
と
す
る
意
図
が
見
う
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
習
慣
は
あ
る
意
味
で
子

ど
も
が
成
長
す
る
過
程
で
の
通
過
儀
礼
で
あ
り
、
子
ど
も
の
成
長
祈
願
で

も
あ
る
と
い
え
る
。

　

そ
こ
で
、
以
前
に
春
の
流
鏑
馬
の
乗
り
子
を
務
め
た
子
ど
も
と
今
年
の

春
の
流
鏑
馬
で
乗
り
子
に
選
ば
れ
た
子
ど
も
に
焦
点
を
あ
て
、
当
時
ど
の

よ
う
に
感
じ
て
い
た
の
か
、
ま
た
今
ど
の
よ
う
な
心
持
ち
で
い
る
の
か
な

ど
を
そ
の
父
親
に
聞
き
ま
し
た
。「いざ出陣�」（平成17年春の流鏑馬）

　
「
息
子
が
春
の
乗
り
子
を
し
て
か
ら
、

も
う
５
年
も
経
つ
ん
で
す
ね
」
と
博
也

さ
ん
は
懐
か
し
そ
う
に
振
り
返
る
。
当

時
ま
だ
３
歳
で
あ
っ
た
結
平
く
ん
が
乗

り
子
を
す
る
こ
と
に
多
少
の
不
安
が

あ
っ
た
と
い
う
。「
馬
に
乗
れ
る
か
が
心

配
で
し
た
。
乗
り
子
に
選
ば
れ
る
前
に

息
子
を
馬
に
乗
せ
て
み
た
の
で
す
が
、

馬
を
怖
が
っ
て
し
ま
っ
て
、
乗
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
」。し
か
し
、

父
親
の
心
配
も
杞き
ゆ
う憂
に
終
わ
っ
た
。
当

日
は
、
い
ざ
馬
に
乗
せ
る
と
あ
っ
さ
り

と
乗
る
こ
と
が
で
き
、
堂
々
と
乗
り
子

を
務
め
、
立
派
に
大
役
を
果
た
し
た
。

　

春
の
流
鏑
馬
の
乗
り
子
が
で
き
る
機

会
は
当
番
区
の
関
係
で
３
年
に
１
回
で

あ
る
。「
選
ば
れ
る
か
ど
う
か
分
か
ら
な

か
っ
た
の
で
、
選
ば
れ
た
と
き
は
本
当

に
嬉
し
か
っ
た
で
す
ね
」
と
語
る
博
也

さ
ん
。
結
平
く
ん
が
乗
り
子
に
選
ば
れ

た
こ
と
に
反
対
す
る
人
は
誰
も
な
く
、

親
戚
な
ど
か
ら
「
よ
か
っ
た
ね
」
と
祝

福
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
、
流

鏑
馬
が
地
域
に
根
付
き
、
そ
の
乗
り
子

を
務
め
る
と
い
う
こ
と
が
「
名
誉
」
な

こ
と
だ
と
い
う
証
と
も
い
え
る
。「
乗
り

子
を
務
め
た
こ
と
は
息
子
に
と
っ
て
い

い
思
い
出
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
よ
」

と
温
か
い
目
で
結
平
く
ん
を
見
つ
め
る

博
也
さ
ん
の
眼
差
し
に
脇
で
結
平
く
ん

「秋の流鏑馬の乗り子もしたい」と語る結平
くんと父親の博也さん

乗
り
子
に
選
ば
れ
て

「お父さん、矢取りさんといっしょに」
（平成17年春の流鏑馬）

写真提供　稲垣博也さん
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が
少
し
照
れ
く
さ
そ
う
に
微
笑
ん
で
い

る
。

　

今
、
結
平
く
ん
は
弟
と
流や
ぶ
さ
め

鏑
馬
ご
っ

こ
を
し
て
い
る
。
口く
ち
と取

り
や
矢
を
射
る

真
似
を
し
て
い
る
そ
う
だ
。「
将
来
は
秋

の
流
鏑
馬
の
乗
り
子
に
な
り
た
い
な
」。

結
平
く
ん
の
な
か
に
乗
り
子
に
対
す
る

意
識
が
芽
生
え
始
め
て
い
る
よ
う
だ
。

「
息
子
に
は
こ
れ
か
ら
も
地
元
の
色
い
ろ

な
行
事
に
参
加
を
し
て
も
ら
い
た
い
で

す
ね
。
で
き
れ
ば
将
来
家
業
を
継
い
で

も
ら
っ
て
、
商
店
街
や
地
元
を
盛
り
上

げ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、町
の
発
展
に
貢
献
で
き
る
人
に
な
っ

て
も
ら
い
た
い
で
す
」
と
父
親
と
し
て

の
素
直
な
希
望
を
語
る
。

　
「
息
子
に
は
健
康
で
病
気
に
か
か
ら
な

い
丈
夫
な
体
に
育
っ
て
ほ
し
い
と
思
い

ま
す
」。
子
ど
も
の
成
長
祈
願
の
意
味
を

も
つ
春
の
流
鏑
馬
は
、
親
か
ら
子
に
対

す
る
願
い
で
も
あ
る
。
現
在
、
博
也
さ

ん
は
「
流
鏑
馬
を
守
る
会
」
に
入
っ
て

お
り
、祭さ
い
ぐ具

作
り
な
ど
を
し
て
い
る
。「
こ

れ
か
ら
も
流
鏑
馬
に
携
わ
っ
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
が
、
で
き
れ
ば
息

子
と
一
緒
に
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
嬉

し
い
で
す
ね
」
と
笑
顔
で
語
っ
て
く
れ

た
。

秋
も
乗
り
子
に
�

平
成
22
年
春
の
流
鏑
馬
の
乗
り
子

金
子
純
平
く
ん
（
５
歳
）

父　

金
子
浩
一
朗
さ
ん
（
前
久
保
）

健
康
で
丈
夫
な
子
に

　
「
希
望
は
し
て
い
た
の
で
す
が
、
選
ば

れ
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、

驚
い
て
い
ま
す
。
今
に
な
っ
て
や
っ
と

嬉
し
さ
が
沸わ

い
て
き
ま
し
た
。
流
鏑
馬

の
乗
り
子
は
乗
り
た
く
て
も
な
か
な
か

乗
れ
る
も
の
で
は
な
い
で
す
か
ら
」。
そ

う
語
る
浩
一
朗
さ
ん
も
秋
の
流
鏑
馬
の

乗
り
子
を
し
た
経
験
が
あ
っ
た
。

　

純
平
く
ん
は
人
見
知
り
も
な
く
、
明

る
く
元
気
な
男
の
子
で
あ
る
。
浩
一
朗

さ
ん
曰
く
「
ち
ょ
っ
と
弱
虫
な
と
こ
ろ

が
あ
る
け
れ
ど
や
る
と
き
は
や
っ
て
く

れ
る
子
だ
と
信
じ
て
い
ま
す
。
で
も
、

ま
だ
５
歳
な
の
で
道
中
飽あ

き
て
し
ま
わ

な
け
れ
ば
い
い
の
で
す
が
｜
」
や
は
り

親
と
し
て
の
心
配
も
あ
る
。
そ
れ
で
も

純
平
く
ん
自
身
は
「
ぼ
く
、頑
張
る
よ
！

　

だ
っ
て
、
お
馬
さ
ん
の
こ
と
も
好
き

だ
し
ね
」
と
目
を
輝
か
せ
た
。「
お
友
だ

ち
が
た
く
さ
ん
見
に
来
て
く
れ
る
と
嬉

し
い
な
」
と
実
に
頼
も
し
い
。
そ
ん
な

純
平
く
ん
に
目
を
や
り
な
が
ら
「
自
分

の
子
ど
も
が
乗
り
子
を
す
る
と
き
に
流

鏑
馬
に
携
わ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ん
て
、

と
て
も
幸
せ
な
こ
と
で
す
。
本
当
に
関

係
者
の
皆
さ
ん
に
感
謝
し
て
い
る
ん
で

す
」
と
浩
一
朗
さ
ん
は
語
る
。
家
族
や

親
類
も
喜
ん
で
く
れ
て
お
り
、
知
り
合

い
な
ど
に
嬉
し
そ
う
に
乗
り
子
に
な
る

こ
と
を
話
し
て
く
れ
て
い
る
と
い
う
。

「頑張る！」と力強く話してくれた純平くん
と父親の浩一朗さん

「
ぼ
く
頑
張
る
よ
�
」

　

現
在
、
浩
一
朗
さ
ん
は
前
久
保
で
流

鏑
馬
を
執
行
す
る
側
の
後
見
と
い
う
役

に
就
い
て
い
る
。「
い
つ
も
流
鏑
馬
で

は
、
お
子
さ
ん
を
乗
り
子
に
し
て
く
れ

る
親
御
さ
ん
に
心
配
を
か
け
な
い
よ
う

に
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
執
り
行
っ
て

い
た
の
で
す
が
、
今
年
は
自
分
が
親
の

立
場
に
な
る
の
で
複
雑
な
心
境
な
ん
で

す
」
と
今
の
胸
の
内
を
語
っ
て
く
れ
た
。

し
か
し
役
員
一
同
は
、
浩
一
朗
さ
ん
が

後
見
も
兼
ね
る
こ
と
を
認
め
て
く
れ
た
。

「
口
取
り
な
ど
皆
、
知
っ
て
い
る
顔
ぶ
れ

ば
か
り
な
の
で
安
心
し
て
子
ど
も
を
任

せ
ら
れ
る
ん
で
す
よ
」
と
嬉
し
そ
う
に

語
っ
て
く
れ
た
。

　
「
今
は
、
子
ど
も
が
お
祭
り
な
ど
を
体

験
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。

息
子
に
は
地
元
の
伝
統
あ
る
祭
り
に
子

ど
も
と
し
て
参
加
す
る
こ
と
で
何
か
を

感
じ
、
成
長
し
て
も
ら
い
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
」
と
温
か
い
眼
差
し
で
純
平

く
ん
を
見
つ
め
る
。「
こ
れ
か
ら
も
流
鏑

馬
に
携
わ
り
、
続
け
て
い
く
こ
と
で
こ

の
伝
統
文
化
を
残
し
て
い
き
た
い
」
と

流
鏑
馬
に
つ
い
て
熱
く
語
る
浩
一
朗
さ

ん
も
「
息
子
に
は
元
気
に
素
直
に
丈
夫

に
育
っ
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
」
と
純

平
く
ん
の
こ
と
を
語
る
と
き
は
、
優
し

い
親
の
目
に
な
る
。

後こ
う
け
ん見
の
立
場
と
親
の
立
場

伝
統
文
化
の
継
承
を
�
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春
の
流や

ぶ
さ
め

鏑
馬
秘
話

春
の
流
鏑
馬
と
獅
子
舞

斉
藤
孝こ
う
じ治
さ
ん
（
長
瀬
）

　

現
在
毛
呂
山
町
で
は
、
滝
ノ
入
、
大
類
、

葛つ
づ
ら
ぬ
き

貫
、
川
角
の
各
地
区
の
神
社
で
、
毎
年

秋
に
獅
子
舞
が
奉
納
さ
れ
て
い
る
。
か
つ

て
は
町
内
の
８
か
所
で
行
わ
れ
て
い
た
獅

子
舞
も
現
在
で
は
４
か
所
の
み
で
あ
る
。

　
「
も
う
随
分
と
昔
の
こ
と
に
な
る
の
で

あ
ま
り
詳
し
く
は
覚
え
て
い
な
い
の
で
す

が
｜
」
と
前
置
き
の
後
に
斉
藤
さ
ん
は
語

り
始
め
た
。「
昭
和
26
年
ご
ろ
で
あ
っ
た

か
と
思
い
ま
す
が
、
さ
さ
ら
獅
子
舞
を
春

の
流
鏑
馬
の
と
き
に
奉
納
し
ま
し
た
。
そ

の
と
き
私
は
、
中な
か
じ
し

獅
子
で
上
演
し
た
こ

と
を
記
憶
し
て
い
ま
す
」。
斉
藤
さ
ん
は
、

記
憶
を
辿た
ど

り
な
が
ら
話
を
続
け
た
。「
獅

子
舞
は
、
指
導
が
と
て
も
厳
し
く
、
教
え

て
も
ら
う
ほ
う
も
真
剣
に
取
り
組
ま
な
い

と
、
と
て
も
覚
え
る
こ
と
な
ど
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
」。
懐
か
し
そ
う
に
そ
の
こ
ろ

の
様
子
を
語
っ
て
く
れ
た
。

　

明
治
12
年
（
１
８
７
９
）
の
「
八
幡
社

例
祭
ノ
節　

流
鏑
馬
獅
子
舞
執
行
ニ
付
約

定
書
」（
平
山
家
文
書
三
一
二
四
、
県
立

文
書
館
委
託
）
に
、
八
幡
宮
の
例
祭
に
お

い
て
流
鏑
馬
と
併
せ
て
、
氏
子
で
あ
る
五

つ
の
村
で
順
番
に
獅
子
舞
を
行
う
旨
の
記

述
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
に

よ
り
、
出い
ず
も
い
わ
い

雲
伊
波
比
神
社
の
春
の
流
鏑
馬

に
お
い
て
、
明
治
12
年
に
は
獅
子
舞
が
奉

納
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

獅
子
舞
は
以
前
、
流
鏑
馬
祭
り
の
付
祭

り
と
し
て
奉
納
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。
そ
の
後
付
祭
り
は
、
獅
子
舞
で
は
な

く
神か
ぐ
ら楽
や
お
囃は

や
し子
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
る
が
、獅
子
舞
の
起
源
に
つ
い
て
は
、

今
の
と
こ
ろ
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
い

な
い
。

　

ま
た
、
出
雲
伊
波
比
神
社
に
は
古
く
か

ら
獅
子
頭
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
獅
子
頭

の
入
っ
て
い
る
箱
に
は
、
表
に
「
鎮
守　

八
幡
大
神　

禮
祭
道
具　

七
ヶ
村　

惣
氏

子
中　

明
治
五
年　

壬
申
八
月
日
」
と
の

記
述
が
あ
り
、
こ
の
獅
子
頭
が
明
治
５
年

に
当
時
の
氏
子
で
あ
っ
た
七
か
村
か
ら

寄き
し
ん進

さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
「
当
時
獅
子
舞
に
使
用
し
た
獅
子
頭
は

獅
子
舞
の
経
験
者

出雲伊波比神社に伝わる「獅子頭」

（出雲伊波比神社蔵）

獅
子
舞
の
記
憶

通
常
の
も
の
よ
り
重
た
く
て
、
大
変
だ
っ

た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
ま
す
。
若
く
な
い

と
、
と
て
も
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
ね
」
と

斉
藤
さ
ん
は
笑
い
な
が
ら
当
時
の
こ
と
を

振
り
返
っ
た
。
確
か
に
出
雲
伊
波
比
神
社

所
蔵
の
獅
子
頭
は
重
厚
な
作
り
で
あ
る
。

斉
藤
さ
ん
が
当
時
使
用
し
た
獅
子
頭
は
出

雲
伊
波
比
神
社
蔵
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

　
「
普
段
と
は
違
う
場
所
で
獅
子
舞
を

行
っ
た
の
で
、
緊
張
し
た
け
れ
ど
、
夢
中

で
舞
っ
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
」。
そ
う
語

る
斉
藤
さ
ん
は
、
今
と
な
っ
て
は
貴
重
な

春
の
流
鏑
馬
に
お
け
る
獅
子
舞
の
経
験
者

の
ひ
と
り
で
あ
る
と
い
え
る
。

出
雲
伊
波
比
神
社
蔵
の
獅
子
頭

流
鏑
馬
の
付
祭
り
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春
の
流や
ぶ
さ
め

鏑
馬
と
木
村
家

渡
辺
幸ゆ
き
こ子
さ
ん
（
毛
呂
本
郷
）

　

春
の
流
鏑
馬
で
乗
り
子
が
使
用
す
る

陣じ
ん
ば
お
り

羽
織
と
胸む

ね
か
け懸

、
矢や

と取
り
が
使
用
す
る

半
天
に
は
木
村
家
の
紋も
ん

が
つ
い
て
い
る
。

　

木
村
家
は
代
々
毛
呂
氏
に
仕
え
、
毛
呂

氏
居き
ょ
じ
ょ
う城
の
大
手
門
の
東
側
に
居
宅
を
構

え
て
い
た
こ
と
か
ら
屋
号
が
「
大お
お
て
ひ
が
し

手
東
」

と
呼
ば
れ
、
そ
の
後
「
大お
ひ
が
し東
」
と
呼
ば

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

　

豊
三
郎
さ
ん
は
渡
辺
さ
ん
の
曽そ
う
そ
ふ

祖
父

に
あ
た
る
人
で
あ
る
。
慶
応
か
ら
明
治

期
に
か
け
豊
三
郎
さ
ん
は
、
地
元
で
あ

る
岩
井
で
も
有
数
の
名
家
で
広
大
な
土
地

を
持
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。「
曽

祖
父
は
、
世
話
好
き
と
し
て
有
名
で
、
頼

ま
れ
る
と
断
わ
れ
な
い
性
格
で
あ
っ
た
と

聞
い
て
い
ま
す
。
村
の
こ
と
、
と
く
に
流

鏑
馬
に
対
し
て
も
一
生
懸
命
取
り
組
む
人

で
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
よ
」
と
渡
辺
さ
ん

は
少
し
懐
か
し
そ
う
に
語
り
始
め
た
。「
確

か
に
春
の
流
鏑
馬
で
使
わ
れ
て
い
る
陣
羽

織
や
胸
懸
な
ど
に
入
っ
て
い
る
紋
は
木
村

家
の
も
の
で
す
ね
。
曽
祖
父
は
、
流
鏑
馬

に
対
し
て
も
熱
心
で
あ
っ
た
の
で
、
木
村

家
で
陣
羽
織
や
胸
懸
、
半
天
を
奉
納
し
た

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
」
と
渡
辺
さ

ん
は
教
え
て
く
れ
た
。
渡
辺
さ
ん
が
幼
少

の
こ
ろ
母
親
に
連
れ
ら
れ
て
、
春
の
流
鏑

馬
を
見
学
に
行
っ
た
と
き
「
あ
の
家か
も
ん紋
は

う
ち
の
も
の
で
、
あ
の
陣
羽
織
は
う
ち
で

奉
納
し
た
も
の
な
の
よ
」
と
話
し
て
く
れ

た
と
い
う
。

　
「
打う
ち
か
け掛
」
を
別
名
「
掻か

い
ど
り取
」
と
い
う
。

打
掛
は
裾す
そ

が
長
い
の
で
、
廊
下
な
ど
を
歩

く
と
き
は
両り
ょ
う
つ
ま褄を
掻
い
取
っ
て
引
き
上
げ

る
の
で
掻
取
と
も
い
わ
れ
た
。
春
の
流
鏑

馬
で
「
オ
カ
イ
ド
リ
」
が
い
つ
か
ら
あ
ら

わ
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
女
性
、

と
く
に
母
親
を
表
し
て
い
る
と
伝
承
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
古
い
「
オ
カ
イ
ド
リ
」

の
内
側
に
「
大
正
十
三
年
二
月
廿
一
日
奉

納
古
式
流
鏑
馬
小
袖　

入
間
郡
毛
呂
村
大

字
岩
井　

寄
付
者　

木
村
す
け
子
」
と
記

さ
れ
て
い
る
。

　

木
村
す
け
子
さ
ん
に
つ
い
て
、
渡
辺
さ

ん
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
く
れ
た
。「
木

村
す
け
子
は
、私
の
伯お

ば母
に
あ
た
り
ま
す
。

し
か
し
伯
母
は
私
が
幼
少
の
こ
ろ
逝せ
い
き
ょ去
し

た
の
で
伯
母
に
対
す
る
記
憶
や
そ
の
当
時

の
記
録
は
残
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
実
の

と
こ
ろ
本
当
に
伯
母
が
奉
納
し
た
の
か
ど

う
か
は
定
か
で
は
な
い
の
で
す
」。
し
か

し
な
が
ら
大
正
期
以
降
、
春
の
流
鏑
馬
に

お
い
て
「
オ
カ
イ
ド
リ
」
が
使
用
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

　
「
今
で
も
陣
羽
織
な
ど
に
家
紋
が
使
わ

れ
て
い
る
こ
と
は
、
素
晴
ら
し
い
こ
と
で

す
し
、
先
祖
の
こ
と
は
誇
り
に
思
っ
て
い

ま
す
。
た
だ
会
っ
た
こ
と
の
な
い
曽
祖
父

の
話
な
の
で
、
物
語
で
も
聞
い
て
い
る
よ

う
な
不
思
議
な
感
覚
で
す
」
と
今
の
気
持

ち
を
語
っ
て
く
れ
た
。「
春
の
流
鏑
馬
が

毎
年
続
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
本
当
に

あ
り
が
た
い
こ
と
に
思
い
ま
す
。
今
年
は

久
し
ぶ
り
に
見
に
行
っ
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
」
と
渡
辺
さ
ん
は
笑
顔
で
語
っ
て
く

れ
た
。

木村家の紋の入った胸懸
（写真提供　稲垣博也さん）

木
村
豊と
よ
さ
ぶ
ろ
う

三
郎
さ
ん

「
オ
カ
イ
ド
リ
」

「オカイドリ」と呼ばれる小袖
（資料提供　出雲伊波比神社やぶさめ保存会）

先
祖
は
誇
り
で
す

7

特集　春の流鏑馬



「臥龍山宮傳記」（紫藤啓治氏編）

　
「
昭
和
55
年
に
奉ほ

う
し
ょ
く職

し
て
以
来
、
氏

子
の
皆
さ
ん
に
支
え
ら
れ
務
め
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
現
在
は
、
出

雲
伊
波
比
神
社
の
ほ
か
町
内
の
９
社
を

奉
務
し
て
い
ま
す
。
平
成
11
年
に
宮
司

に
就
任
し
て
か
ら
は
、
関
東
以
北
に
お

い
て
最
古
の
神
社
建
造
物
で
あ
り
、
町

内
唯
一
の
国
指
定
重
要
文
化
財
で
あ
る

本
殿
を
中
心
と
す
る
由ゆ
い
し
ょ緒
あ
る
神
社
を

守
る
こ
と
に
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
務

め
て
い
ま
す
」。
静
か
な
語
り
口
で
紫

藤
宮
司
は
話
し
始
め
た
。

　
「
宮
司
を
し
て
い

ま
す
と
お
祭
り
や

年
末
年
始
が
季
節

的
に
忙
し
い
の
で

大
変
で
は
あ
り
ま

す
が
、
初は
つ
も
う
で詣

な
ど

多
く
の
皆
さ
ん
が

参
拝
に
訪
れ
、
信

仰
心
を
実
感
で
き
る
こ
と
を
嬉
し
く
思

い
ま
す
」。
参
拝
に
訪
れ
る
人
を
見
る

こ
と
が
宮
司
と
し
て
の
喜
び
で
あ
る
と

い
う
。
神
社
を
守
る
に
あ
た
っ
て
「
氏

子
の
方
が
た
か
ら
崇す
う

敬け
い

を
い
た
だ
き
、

氏
子
の
皆
さ
ん
が
幸
福
に
な
っ
て
く
れ

る
こ
と
が
喜
ば
し
い
こ
と
で
す
。
そ
し

て
そ
の
こ
と
で
神
社
の
発
展
に
寄
与
で

き
れ
ば
、
神
社
を
守
る
と
い
う
こ
と
に

繋
が
る
と
思
い
ま
す
」
と
語
っ
て
く
れ

た
。

　

か
つ
て
、
出
雲
伊
波
比
神
社
の
流
鏑

馬
は
、
旧
暦
８
月
15
日
に
八は
ち
ま
ん
ぐ
う

幡
宮
に
、

旧
暦
９
月
29
日
に
飛ひ
ら
い
だ
い
み
ょ
う
じ
ん

来
大
明
神
に
奉
納

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
文
献
で
わ
か
っ
て

春
の
流や

ぶ
さ
め

鏑
馬
縁
起

本殿脇にある天神地祇社（旧八幡宮）

出い
ず
も雲

伊い

わ

い
波
比
神
社
第
25
代
宮ぐ
う
じ司　

紫し
と
う藤

正ま
さ
お
み臣

さ
ん

い
る
。
八
幡
宮
と
は
、
本
殿
の
脇
に

鎮ち
ん
ざ座

し
て
い
る
社や

し
ろの

こ
と
で
、
現
在
は
、

本
殿
に
合ご
う

祀し

さ
れ
て
お
り
、
天あ

ま
つ
か
み
く
に
つ
か
み

神
地
祇

社し
ゃ

と
し
て
鎮
座
し
て
い
る
。
ま
た
、
飛

来
大
明
神
と
は
現
在
の
本
殿
に
あ
た

る
。
８
月
15
日
に
行
わ
れ
て
い
た
八
幡

宮
の
流
鏑
馬
は
、
明
治
20
年
代
に
は
一

旦
姿
を
消
し
、
大
正
時
代
に
な
っ
て
２

月
の
八
幡
宮
春
の
流
鏑
馬
と
し
て
復
活

し
、
昭
和
７
年
か
ら
は
３
月
15
日
出
雲

伊
波
比
神
社
の
春
祭
の
流
鏑
馬
と
変
更

さ
れ
た
。
そ
の
後
昭
和
36
年
か
ら
昭
和

50
年
ま
で
中
断
し
て
い
た
が
、
昭
和
51

年
に
再
開
さ
れ
、
今
で
は
毎
年
３
月
第

２
日
曜
日
へ
と
変
更
さ
れ
た
。

　
「
春
の
流
鏑
馬
の
見
所
は
、
秋
の
流

鏑
馬
と
は
内
容
が
違
い
、
小
さ
な
男
の

子
が
乗
り
子
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
オ

カ
イ
ド
リ
が
乗
り
子
に
つ
い
て
い
く
と

こ
ろ
で
す
ね
」
と
紫
藤
宮
司
は
笑
顔
で

語
っ
て
く
れ
た
。

　

出
雲
伊
波
比
神
社
に
は
「
臥
龍
山
宮

傳
記
」
と
い
う
書
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
文
政
８
年
（
１
８
２
５
）
に
藤ふ
じ

原わ
ら
の

朝あ
そ
ん臣
義
彦
（
斉
藤
義
彦
）
に
よ
っ

て
著
さ
れ
た
神
社
の
由
緒
を
記
し
た
書

で
あ
る
。
そ
の
な
か
に
八
幡
宮
の
流
鏑

馬
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
毎
年
、

８
月
15
日
に
八
幡
宮
で
流
鏑
馬
を
奉
納

し
て
い
る
こ
と
や
、
そ
の
内
容
と
し
て
、

的
を
三
か
所
に
た
て
鏑か
ぶ
ら
や矢
を
射
る
と

宮
司
と
い
う
職
に
つ
い
て

「
臥た
つ
ふ
し
や
ま
の
み
や
つ
て
ぶ
み

龍
山
宮
傳
記
」

春
の
流
鏑
馬
の
変
遷
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い
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
文
政

年
間
に
お
い
て
、
出い
ず
も
い
わ
い

雲
伊
波
比
神
社
の

流や
ぶ
さ
め

鏑
馬
は
年
に
２
回
行
わ
れ
て
い
た
こ

と
が
「
臥た
つ
ふ
し
や
ま
の
み
や
つ
て
ぶ
み

龍
山
宮
傳
記
」
を
と
お
し
て

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
オ
カ
イ
ド
リ
」
は
乗
り
子
を
守
る

母
親
の
象
徴
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

出
雲
伊
波
比
神
社
に
は
「
品ほ
ん
だ
わ
け
の
み
こ
と

陀
和
気
命

（
応お
う

神じ
ん

天
皇
）
の
御
母
、
息

お
き
な
が
た
ら
し
ひ
め
の
み
こ
と

長
帯
比
売
命

（
神じ
ん

功ぐ
う

皇
后
）
が
臥
龍
山
に
鎮し

ず

ま
る
我
が

子
を
思
い
火
と
な
っ
て
飛
ん
で
き
た
」

と
い
う
説
話
が
残
っ
て
い
る
。「
オ
カ
イ

ド
リ
」
が
乗
り
子
に
付
き
従
う
詳
し
い

意
味
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
説
話
は
、

３
歳
で
即
位
し
た
と
い
わ
れ
る
八
幡
宮

の
祭
神
で
あ
る
応
神
天
皇
を
母
宮
で
あ

る
神
功
皇
后
が
お
守
り
し
て
い
る
姿
を

暗
示
し
て
い
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

　
「
流
鏑
馬
は
、
毛
呂
山
町
に
９
４
０

年
以
上
も
脈
々
と
続
け
ら
れ
て
き
た
伝

統
あ
る
行
事
で
す
。
伝
統
行
事
を
継
続

す
る
こ
と
は
大
変
な
こ
と
で
す
が
、
伝

統
文
化
を
継
承
す
る
人
が
少
な
く
な
り

つ
つ
あ
る
こ
と
は
残
念
な
こ
と
で
す

ね
。
こ
の
伝
統
が
途
絶
え
な
い
よ
う
に

皆
さ
ん
で
協
力
し
て
い
っ
て
も
ら
え
れ

ば
あ
り
が
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」
流

鏑
馬
の
継
承
に
つ
い
て
多
少
の
不
安
を

覚
え
て
い
る
よ
う
だ
。

　

ま
た
紫
藤
宮
司
は
流
鏑
馬
に
つ
い
て

も
っ
と
広
く
知
ら
し
め
る
こ
と
も
必
要

だ
と
い
う
。「
町
内
在
住
の
人
で
も
流

鏑
馬
の
こ
と
を
知
ら
な
い
人
が
い
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
町
外
の
人
に

だ
け
で
な
く
、
町
内
の
人
に
も
も
っ
と

流
鏑
馬
に
興
味
を
持
っ
て
ほ
し
い
と
思

い
ま
す
。
ま
た
流
鏑
馬
は
、
ま
だ
ま
だ

全
国
的
に
知
ら
れ
て
い
な
い
で
す
ね
。

流
鏑
馬
の
知
名
度
を
上
げ
る
こ
と
は
毛

呂
山
町
の
知
名
度
を
上
げ
る
こ
と
に
繋

が
る
と
思
い
ま
す
」。

　

こ
れ
か
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
、
紫
藤

宮
司
は
「
流
鏑
馬
祭
り
は
、
今
や
毛
呂

山
町
を
代
表
す
る
祭
り
で
あ
る
と
い
え

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
よ

う
な
流
鏑
馬
の
あ
る
毛
呂
山
町
の
神
社

に
務
め
ら
れ
る
こ
と
を
誇
り
に
思
い
、

こ
れ
か
ら
も
奉
仕
の
気
持
ち
を
忘
れ
ず

に
務
め
て
参
り
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。
そ
し
て
今
後
も
神
と
人
と
の
中な
か

取と
り

持も
ち

と
し
て
宮
司
と
い
う
役
職
を
粛

し
ゅ
く
し
ゅ
く々と

務
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
」
と
終

始
穏
や
か
な
表
情
で
語
っ
て
く
れ
た
。

「
オ
カ
イ
ド
リ
」
の
説
話

こ
れ
か
ら
の
流
鏑
馬

　

地
域
の
人
た
ち
の
力
に
よ
っ
て
支
え

ら
れ
、
伝
え
ら
れ
て
き
た
流
鏑
馬
祭
り

は
、
現
在
私
た
ち
の
住
む
毛
呂
山
町
で

最
も
代
表
的
な
お
祭
り
で
あ
る
と
い
え

ま
す
。
こ
の
伝
統
的
な
お
祭
り
を
後
世

へ
伝
え
て
い
く
こ
と
は
現
代
を
生
き
る

私
た
ち
の
使
命
で
あ
る
と
も
い
え
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
流
鏑
馬
祭
り

に
直
接
携
わ
ら
な
く
と
も
、
見
に
い
く

こ
と
で
、
ま
た
知
っ
て
も
ら
お
う
と
す

る
こ
と
で
、
流
鏑
馬
祭
り
の
伝
承
に
貢

献
で
き
る
は
ず
で
す
。

　

今
年
の
春
の
流
鏑
馬
は
、
３
月
14
日

に
行
わ
れ
ま
す
。
皆
さ
ん
で
誘
い
合
わ

せ
て
、
見
に
行
っ
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

取
材
を
終
え
て
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