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御
坊
祭
に
あ
っ
て
は
き
わ
め
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
華
や
い
だ
出
し
物
と
し
て
知
ら
れ
、
見

物
の
人
々
を
し
て
引
き
付
け
て
や
ま
な
い
存
在
で
あ
る
四
つ
太
鼓
は
、
一
般
に
太
鼓
台
と
呼

ば
れ
、
瀬
戸
内
海
沿
岸
部
や
島
嶼
に
色
濃
く
分
布
す
る
神
賑
行
事
の
具
で
あ
る
。
和
歌
山
県

内
で
は
旧
日
高
郡
の
み
に
集
中
し
て
分
布
し
て
い
て
、
屋
台
の
中
央
に
あ
る
枠
組
み
に
ロ
ー

プ
で
結
び
つ
け
ら
れ
た
大
太
鼓
を
打
つ
四
人
の
乗
り
子
は
陣
羽
織
を
着
て
、
顔
に
歌
舞
伎
風

の
隈
取
り
を
施
す
。
乗
り
子
は
足
を
地
面
に
つ
け
る
こ
と
が
な
く
、
そ
の
意
味
で
は
神
聖
さ

を
感
じ
さ
せ
る
が
、
四
つ
太
鼓
そ
の
も
の
は
、
あ
く
ま
で
も
余
興
の
具
と
し
て
取
り
扱
わ
れ

て
い
る
。

　

こ
の
神
賑
用
具
は
、
大
阪
府
堺
市
界
隈
で
は
、
蒲
団
太
鼓
・
チ
ョ
ー
サ
・
屋
台
・
サ
シ
マ

シ
ョ
・
千
歳
楽
・
ヨ
イ
ヤ
セ
・
コ
ッ
コ
デ
シ
ョ
・
太
鼓
山
・
蒲
団
段
尻
な
ど
と
呼
称
さ
れ
て

お
り
、
ま
た
四
国
の
香
川
県
で
は
、
太
鼓
・
チ
ョ
ー
サ
・
サ
シ
マ
シ
ョ
・
千
歳
楽
・
蒲
団
太

鼓
・
ダ
ン
ジ
リ
な
ど
何
種
類
も
の
名
前
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
形
態
や
芸

態
が
い
ろ
い
ろ
に
変
化
し
な
が
ら
広
範
囲
に
伝
播
し
て
行
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

御
坊
祭
の
四
つ
太
鼓
は
、
現
在
九
組
か
ら
出
さ
れ
て
い
て
、
残
り
の
一
組
か
ら
も
以
前
は

出
さ
れ
て
い
た
。
い
ず
れ
も
四
本
柱
の
上
に
正
方
形
の
格
天
井
を
載
せ
た
も
の
に
黒
色
の
ビ

ロ
ー
ド
で
縁
取
り
を
し
た
赤
い
布
の
天
幕
を
お
お
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
屋
根
型
太
鼓
」
に
分
類

さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
愛
媛
県
新
居
浜
の
太
鼓
台
の
よ
う
に
豪
華
絢
爛
を
極
め
、
き
わ

め
て
大
型
化
し
た
も
の
と
は
違
っ
て
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
初
期
か
ら
中
期
の
太
鼓
台
の
様

式
を
伝
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

四
つ
太
鼓
を
押
す
時
の
掛
け
声
は
、
御
坊
祭
に
お
い
て
も
以
前
は
近
隣
の
土
生
祭
な
ど
に

残
る
「
サ
ッ
サ　

ハ
リ
シ
ョ　

ヨ
イ
シ
ョ　

サ
ー
ヨ
ー
イ
ヤ
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と

言
わ
れ
て
い
る
が
、
後
に
伊
勢
音
頭
が
入
っ
て
来
て
、
そ
れ
が
一
般
的
と
な
っ
た
。
し
か
し
、

四
つ
太
鼓
が
芝
入
り
す
る
時
や
四
つ
太
鼓
を
高
く
支
え
て
競
い
合
う
時
な
ど
押
し
手
の
気
分

が
大
き
く
高
ま
っ
た
場
面
で
発
せ
ら
れ
る
の
は
「
ホ
ー
エ
ン
ヤ
イ　

ホ
ー
ラ
ン
エ
ー　

ヨ
イ

ヤ
サ
ノ
サ
」
の
掛
け
声
で
あ
る
。
こ
の
掛
け
声
は
日
高
浜
で
の
新
造
船
の
進
水
式
の
折
に
も
、

新
造
の
網
船
を
少
し
ば
か
り
沖
合
に
漕
い
で
い
っ
た
後
、
艫
櫓
だ
け
を
残
し
て
、
他
の
櫓
は

流
し
、
漕
ぎ
手
が
左
右
の
舷
に
分
か
れ
て
力
一
杯
網
船
を
上
下
さ
せ
て
潮
を
船
内
に
入
れ
清

め
る
儀
式
を
行
う
場
合
に
も
聞
か
れ
る
が
、
山
陰
沿
岸
や
瀬
戸
内
沿
岸
、
瀬
戸
内
海
を
出
た

外
海
の
熊
野
灘
に
お
い
て
も
こ
の
掛
け
声
が
行
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、「
ホ
ー
ラ
ン
エ
ン
ヤ

祭
」
の
名
を
持
つ
島
根
県
松
江
の
城
山
稲
荷
神
社
の
祭
礼
で
こ
れ
ま
で
十
二
年
に
一
度
卯
の

歳
に
行
わ
れ
て
い
た
が
、
最
近
は
十
年
に
一
度
の
割
で
行
わ
れ
て
い
る
海
上
渡
御
神
事
に
お

い
て
も
「
ホ
ー
オ
オ
エ
ン
ヤ　

ホ
ー
ラ
ン
エ　

エ
ャ
サ
ー
ノ
サ
」
の
掛
け
声
に
合
わ
せ
て
、

色
と
り
ど
り
の
衣
装
を
着
け
た
踊
り
子
た
ち
が
、
櫂
伝
馬
上
で
剣
櫂
踊
り
と
采
振
り
踊
り
を

披
露
す
る
。
こ
の
踊
り
の
起
こ
り
は
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
の
こ
と
と
言
う
。
同
じ
島
根

県
の
八
束
郡
美
保
関
町
に
あ
る
美
保
神
社
の
蒼
柴
垣
神
事
に
お
い
て
、
神
社
前
に
向
か
う
船

は
「
ホ
ー
ラ
イ
エ
ッ
チ
ャ
」
の
掛
け
声
と
と
も
に
漕
が
れ
る
。
山
口
県
徳
山
市
に
あ
る
粭
島

の
貴
船
神
社
の
夏
祭
り
は
、
海
上
渡
御
で
有
名
で
あ
る
が
、
神
輿
は
御
旅
所
ま
で
の
海
上
を

「
ホ
ー
ラ
ン
エ
ー
ヤ
」
の
掛
け
声
で
押
し
渡
る
。
ま
た
、
愛
媛
県
の
松
山
市
に
近
い
興
居
島
の

櫂
伝
馬
は
大
小
さ
ま
ざ
ま
で
、
大
き
な
船
に
は
十
人
以
上
、
普
通
の
船
で
も
八
人
の
漕
ぎ
手

が
乗
り
込
ん
で
「
ホ
ー
ラ
ン
ヤ　

サ
エ
ー　

ホ
ー
ラ
イ
エ
」
の
掛
け
声
を
あ
げ
な
が
ら
漕
ぐ

と
い
う
。

　

瀬
戸
内
海
を
通
過
し
て
熊
野
灘
に
出
る
と
、
櫂
伝
馬
競
漕
が
多
く
見
ら
れ
、
和
歌
山
県
東

牟
婁
郡
串
本
町
大
島
の
水
門
神
社
の
祭
礼
で
は
、
隼
・
鳳
の
二
艘
の
櫂
伝
馬
が
串
本
ま
で
漕

ぎ
く
ら
べ
を
す
る
。
そ
の
時
も
掛
け
声
は
「
ホ
ー
エ
ン
ヤ　

ホ
ー
ラ
ン
エ
ー
」
で
あ
る
。
主

眼
が
漕
ぐ
技
術
を
観
衆
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
に
あ
る
同
郡
那
智
勝
浦
町
の
勝
浦
八
幡
神
社

の
櫂
伝
馬
競
漕
で
も
ホ
ー
エ
ン
ヤ
の
掛
け
声
を
あ
げ
な
が
ら
力
一
杯
漕
が
れ
る
。
同
じ
那
智

勝
浦
町
宇
久
井
神
社
の
船
渡
御
で
も
同
じ
く
漕
ぐ
船
一
艘
が
付
き
添
う
。
串
本
町
古
座
の
「
河

内
祭
の
御
船
行
事
」
に
お
い
て
清
暑
島
（
コ
オ
ッ
タ
マ
と
も
呼
ば
れ
る
島
）
を
巡
る
中
学
生
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に
よ
る
戦
合
と
称
さ
れ
る
競
漕
で
も
ホ
ー
エ
ン
ヤ
の
掛
け
声
が
聞
か
れ
る
。
熊
野
速
玉
大
社

の
速
玉
祭
で
は
、
九
艘
の
櫂
伝
馬
が
熊
野
川
中
の
御
船
島
を
回
り
競
漕
し
て
乙
基
河
原
に
到

着
す
る
の
だ
が
、
こ
の
折
に
も
白
い
腹
巻
の
漕
ぎ
手
達
は
ホ
ー
エ
ン
ヤ
の
掛
け
声
で
腕
も
折

れ
よ
と
ば
か
り
に
競
漕
す
る
。

　

四
つ
太
鼓
に
お
け
る
最
高
の
見
せ
場
は
神
前
で
若
衆
が
四
つ
太
鼓
を
力
を
合
わ
せ
て
差
し

上
げ
て
静
止
さ
せ
る
所
作
で
あ
る
が
、
こ
の
時
の
掛
け
声
が
「
サ
イ
テ
ク
リ
ョ　

サ
イ
テ
ク

リ
ョ
」
の
繰
り
返
し
で
、
そ
の
後
い
っ
た
ん
四
つ
太
鼓
を
地
面
に
お
ろ
し
て
、
ぐ
る
ぐ
る
回

転
さ
せ
な
が
ら
「
キ
リ
キ
リ
マ
イ
コ　

キ
リ
マ
イ
コ
」
と
叫
ぶ
。
こ
れ
を
御
坊
祭
で
は
「
う

ず
や
ま
い
こ
」
と
い
い
、
こ
の
後
再
び
差
し
上
げ
る
動
作
に
入
る
。「
キ
リ
キ
リ
マ
イ
コ
」
の

後
、
濱
之
瀬
組
だ
け
は
、
四
つ
太
鼓
を
投
げ
上
げ
る
よ
う
に
し
て
、「
ホ
ッ
テ
ヤ
レ
」
を
行

う
。
吉
原
祭
で
も
そ
れ
が
見
ら
れ
る
。「
キ
リ
キ
リ
マ
イ
コ
」
は
瀬
戸
内
海
の
渦
潮
を
連
想
さ

せ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、「
サ
イ
テ
ク
リ
ョ
」
の
時
に
四
人
の
乗
り
子
が
身
を
反
り
返
ら
せ
る
所

作
を
し
て
、
大
き
く
伸
ば
し
た
手
先
に
握
っ
た
バ
チ
で
チ
ョ
ウ
サ
イ
棒
に
渡
さ
れ
た
枠
の
部

分
を
軽
く
叩
く
所
作
を
す
る
。
こ
の
所
作
は
瀬
戸
内
海
沿
岸
で
見
ら
れ
る
二
艘
と
か
四
艘
と

か
の
舫

も
や
い

船
を
舞
台
に
剣
櫂
踊
り
を
し
て
い
た
若
者
が
い
っ
せ
い
に
身
を
海
中
に
投
じ
て
み
せ

る
「
そ
り
が
い
」
の
動
作
の
勇
ま
し
さ
を
髣
髴
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
方
は

漕
ぎ
手
が
全
員
背
中
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
し
て
立
ち
上
が
り
、
次
に
櫂
を
握
っ
て
海
へ
倒
れ

こ
む
の
で
あ
る
が
。

　

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
四
つ
太
鼓
の
形
態
や
「
ホ
ー
エ
ン
ヤ
イ　

ホ
ー
ラ
ン
エ
、
ヨ

イ
ヤ
サ
ノ
サ
」
と
い
う
掛
け
声
、
さ
ら
に
は
四
つ
太
鼓
の
乗
り
子
の
姿
態
等
が
瀬
戸
内
海
を

伝
播
の
道
筋
と
し
て
、
櫂
ね
り
踊
り
な
ど
の
風
流
の
文
化
と
な
り
ど
ん
ど
ん
広
ま
っ
て
行
き
、

そ
こ
に
瀬
戸
内
海
文
化
圏
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
形
成
し
て
行
っ
て
い
る
と
思
い
見
る
こ
と

が
出
来
る
。
海
に
生
き
る
人
々
が
伝
え
た
持
色
あ
る
文
化
を
継
承
発
展
さ
せ
て
行
っ
た
地
点

と
し
て
御
坊
は
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
地
で
あ
る
と
言
え
る
。
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