
今
回
は
、
私
の
住
む(

比
内)

独
鈷

地
区
に
古
く
か
ら
伝
わ
る
「
独
鈷
囃

子
」
の
保
存
、
伝
承
に
取
り
組
む

皆
さ
ん
を
リ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

独
鈷
囃
子
は
、
毎
年
独
鈷
大
日

神
社
の
宵
宮
祭
に
奉
納
さ
れ
て
い
ま

す
。
長
い
歴
史
の
中
で
、
何
度
も

廃す
た

れ
そ
う
に
な
り
な
が
ら
も
、
ふ
る

さ
と
を
愛
す
る
住
民
の
手
で
受
け
継

が
れ
、
昨
年
か
ら
は
待
望
の
山
車

(

だ
し)

の
運
行
も
再
開
さ
れ
ま
し

た
。私

た
ち
の
地
域
が
誇
る
伝
統
文
化

で
あ
る
「
独
鈷
囃
子
」
を
紹
介
し
、

次
世
代
を
担
う
子
供
た
ち
の
姿
を
中

心
に
リ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

初
代
城
主
の

「
剣
舞
」
が
ル
ー
ツ

浅
利
則
頼
の
り
よ
り

公
が
甲
斐
の
国(

今
の

山
梨
県)

か
ら
こ
の
地
に
移
り
独
鈷

城
を
築
い
た
の
は
天
文
７(

１
５
３

８)

年
７
月
と
言
い
ま
す
か
ら
、
今

か
ら
４
６
７
年
も
前
に
な
り
ま
す
。

築
城
を
祝
う
酒
宴
の
と
き
に
、
城
主

自
ら
剣
を
振
る
っ
て
舞
い
踊
り
、
城

内
の
婦
女
子
に
も
銀
扇
ぎ
ん
せ
ん

を
与
え
て
踊

ら
せ
た
の
が
、
独
鈷
囃
子
の
中
心
で

あ
る
「
剣け
ん

囃
子
」
の
発
端
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

そ
の
後
、
浅
利
氏
の
滅
亡
と
と
も

に
、
踊
り
も
廃す
た

れ
た
か
に
思
わ
れ
ま

し
た
。
し
か
し
独
鈷
郷
中

ご
う
ち
ゅ
う
で
さ
さ
や

か
に
平
和
と
繁
栄
を
願
う
踊
り
と
し

て
伝
え
ら
れ
、
安
政
年
間(

１
８
５

４
〜
１
８
６
０)

に
は
青
年
団
な
ど

周
辺
村
内
の
若
者
の
手
で
独
鈷
囃
子

と
し
て
復
活
し
、
大
日
神
社
の
祭
典

(

旧
暦
５
月
28
日)

に
奉
納
が
続
け
ら

れ
て
き
ま
し
た
。

比
内
初
の
無
形
民
俗
文
化
財

に
も
指
定
さ
れ
ま
し
た

戦
後
も
独
青
団

ど
く
せ
い
だ
ん(

地
元
青
年
団)

に

よ
っ
て
山
車
の
運
行
な
ど
が
行
わ
れ

て
き
ま
し
た
が
、
若
い
世
代
の
減
少

と
と
も
に
活
動
が
難
し
く
な
り
、
独

鈷
囃
子
の
伝
承
は
地
元
の
民
謡
愛
好

団
体(

東
民
謡
研
究
会)

の
努
力
に
よ

り
続
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

昭
和
56
年
、
大
日
神
社
の
隣
に
民

舞
伝
習
館
が
建
設
さ
れ
た
こ
と
で
、

地
元
の
伝
統
文
化
で
あ
る
独
鈷
囃
子

を
伝
承
す
る
機
運
が
改
め
て
盛
り
上

が
り
は
じ
め
ま
し
た
。
昭
和
59
年
８

月
に
は
、
保
存
団
体
の
名
称
を
「
独

鈷
囃
子
保
存
会
」
と
命
名
し
、
伝
統

文
化
を
次
の
世
代
に
伝
え
る
活
動
を

毎
年
続
け
て
参
り
ま
し
た
。

長
い
活
動
の
成
果
が
実
り
、
平
成

12
年
12
月
に
は
、
比
内
町
と
し
て
は

初
の
無
形
民
俗
文
化
財
と
し
て
指
定

を
受
け
、
そ
の
後
も
独
鈷
囃
子
を
守

り
伝
え
る
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。

復
活
し
た
山
車

か
つ
て
の
独
鈷
囃
子
は
、
踊
り
手

も
笛
や
太
鼓
と
と
も
に
歩
き
な
が

ら
、
町
内
を
練
り
歩
く
形
が
原
形
で

し
た
が
、
時
代
の
流
れ
で
踊
り
手
も

囃
子
方
も
山
車
に
乗
る
形
に
変
わ
り

ま
し
た
。
た
く
さ
ん
の
人
の
手
で
引
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―
ふ
る
さ
と
の
伝
統
文
化
を
次
の
世
代
に
伝
え
る
―

だ
　
し

け
ん

ぶ


