
中世の伝統を 
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【
特
集
】
　
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
か
と
う
　
ふ
る
さ
と
を
知
り
、ふ
る
さ
と
を
愛
そ
う
⑥
 

　
播
磨
平
野
の
北
東
端
に
位
置
し
、

周
囲
を
緑
に
囲
ま
れ
た
上
鴨
川
住
吉

神
社
で
は
、
毎
年
十
月
四
日
と
五
日

の
秋
祭
り
に
、
神
事
舞
が
奉
納
さ
れ

ま
す
。
 

　
こ
の
神
事
舞
は
、
中
世
に
行
わ
れ

て
い
た
祭
祀
芸
能
が
厳
格
な
宮
座
組

織
に
よ
っ
て
守
ら
れ
、
ほ
ぼ
完
全
な

姿
で
現
在
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
る

も
の
で
、
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化

財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

 　
住
吉
神
社
の
成
り
立
ち
 

　
上
鴨
川
住
吉
神
社
は
、
鎌
倉
時
代

の
末
期
で
あ
る
一
三
一
六
年
（
正
和

五
年
）
か
ら
室
町
時
代
の
中
期
に
か

け
て
建
築
さ
れ
ま
し
た
。
本
殿
は
国

の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
 

　
建
立
の
経
緯
は
は
っ
き
り
と
し
て

い
ま
せ
ん
が
、
大
阪
市
に
あ
る
住
吉

大
社
所
蔵
の
「
住
吉
大
社
神
代
記
」

に
よ
る
と
、
奈
良
時
代
に
は
す
で
に

播
磨
国
賀
茂
郡
掎
鹿
山
領
が
住
吉
大

社
の
荘
園
（
領
地
）
で
あ
っ
た
と
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
上
鴨
川
地
区
が
こ

の
掎
鹿
山
領
に
含
ま
れ
て
い
た
こ
と

か
ら
、
上
鴨
川
住
吉
神
社
は
住
吉
大

社
の
領
地
を
守
る
た
め
に
設
け
ら
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
 

　
境
内
に
は
本
殿
の
他
に
御
神
楽
を

舞
う
割
拝
殿
、
神
事
舞
の
楽
屋
と
な

る
舞
堂
、
盃
ご
と
な
ど
の
儀
式
を
行

う
長
床
が
あ
り
、
神
事
舞
は
舞
堂
の

前
で
演
じ
ら
れ
ま
す
 

 

　
神
事
舞
の
特
徴
 

　
上
鴨
川
住
吉
神
社
の
神
事
舞
は
、

大
き
く
分
け
る
と
太
刀
舞
（
リ
ョ
ン

サ
ン
の
舞
）、獅
子
舞
、
田
楽
、
翁
舞
、

相
撲
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う

し
た
構
成
の
祭
祀
行
事
は
、
平
安
時

代
末
期
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
京

都
か
ら
広
ま
っ
た
も
の
で
あ
り
、
播

磨
各
地
に
も
こ
れ
ら
の
類
型
が
伝
承

さ
れ
て
い
ま
す
。
上
鴨
川
住
吉
神
社

の
神
事
舞
も
そ
れ
ら
の
う
ち
の
一
つ

が
、
ほ
ぼ
完
全
な
形
で
残
っ
た
も
の

で
す
。
 

　
し
か
し
、
上
鴨
川
住
吉
神
社
の
神

事
舞
に
は
、
他
に
は
な
い
、
大
き
な

特
色
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
猿
楽
系

芸
能
で
あ
る
翁
舞
の
存
在
で
す
。
 

　
同
じ
中
世
芸
能
で
も
太
刀
舞
、
獅

子
舞
、
田
楽
な
ど
に
つ
い
て
は
、
早

く
か
ら
専
業
の
芸
能
者
か
ら
住
民
に

伝
わ
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、

現
在
の
能
の
ル
ー
ツ
で
あ
る
猿
楽
に

つ
い
て
は
遅
く
ま
で
専
業
の
芸
能
者

が
活
躍
し
、
住
民
が
演
じ
る
こ
と
が
 

ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
た
め
、
周
辺
で

は
上
鴨
川
地
区
以
外
に
は
伝
わ
っ
て

い
な
い
の
で
す
。
 

　
ま
た
、
こ
の
翁
舞
は
能
舞
台
を
用

い
ず
、
ま
た
舞
の
動
き
も
ほ
と
ん
ど

な
い
、
猿
楽
が
能
と
し
て
完
成
す
る

以
前
の
姿
を
現
在
に
伝
え
る
非
常
に

貴
重
な
も
の
で
す
。
 

 　
宮
座
制
度
に
つ
い
て
 

　
こ
の
貴
重
な
神
事
舞
を
七
百
年
以

上
に
わ
た
り
伝
承
す
る
こ
と
が
で
き

た
の
は
、
上
鴨
川
地
区
に
厳
格
な
宮

座
制
度
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
「
宮

座
」
と
は
、
祭
祀
を
行
う
こ
と
を
目

的
と
し
た
組
織
で
、
そ
の
は
じ
ま
り

は
中
世
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
 

　
宮
座
に
は
、
上
鴨
川
地
区
に
住
む

氏
子
の
長
男
し
か
加
入
で
き
ま
せ
ん
。

一
般
的
に
は
七
、
八
歳
で
加
入
し
、

最
初
は
「
若
い
衆
」
と
な
り
ま
す
。

こ
の
若
い
衆
が
祭
祀
行
事
を
担
い
ま

す
。
若
い
衆
に
は
二
十
名
前
後
が
所

属
し
、
年
功
に
応
じ
て
細
か
く
祭
祀

の
際
の
役
割
が
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

　
そ
の
役
割
は
盃
ご
と
の
際
の
給
仕

な
ど
か
ら
始
ま
り
、
年
功
を
重
ね
る

ご
と
に
祭
り
の
舞
な
ど
の
重
要
な
役

割
が
与
え
ら
れ
ま
す
。
若
い
衆
に
は

二
十
年
程
度
所
属
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
　
 

　
若
い
衆
を
終
え
る
と
次
は「
清
座
」

に
所
属
し
ま
す
。
清
座
は
祭
祀
の
音

曲
を
担
当
し
、
ま
た
監
督
役
と
し
て

若
い
衆
の
指
導
・
補
佐
も
し
ま
す
。

　
清
座
を
八
年
務
め
る
と
、
終
身
「
年

寄
」
と
い
う
身
分
が
与
え
ら
れ
ま
す
。

年
寄
は
祭
祀
に
は
直
接
関
与
せ
ず
、

全
体
的
な
視
野
で
若
い
衆
の
祭
祀
運

営
を
見
守
り
ま
す
。
 

　
こ
の
よ
う
に
、
宮
座
の
な
か
で
祭

祀
に
関
す
る
す
べ
て
の
役
割
が
整
然

と
組
ま
れ
て
い
た
た
め
、
神
事
舞
の

歴
史
を
先
輩
か
ら
後
輩
へ
と
受
け
継

ぐ
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
 

 

祭りで奉納される舞の数々。 祭りの主役、宮座の若い衆。 

宮座の構成 

と し よ り 

年　寄 
人数制限なし

宮座全体の統括

き　よ　ざ 

清　座 
８名

若い衆の補佐

わかいしゅう 

若い衆 
20名前後

祭祀行事を行う

（役　職）
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で
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き
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