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「
オ
セ
ロ
が
山
で
〜 
前
は
大
川
〜
」  

「
焼
野
の
雉き
じ

は
〜 

岡
の
瀬
に
住
む
〜
」

「
山
太
郎
ガ
ネ
は
〜 

川
の
瀬
に
住
む
〜
」

と
い
っ
た
七
七
調
の
歌
に
あ
わ
せ
、
棒
を

カ
チ
ッ
カ
チ
ッ
と
打
ち
合
わ
せ
な
が
ら
、

「
サ
ー
サ
ー
サ
ッ
」「
イ
ン
ヤ
サ
」「
エ
イ
エ

イ
ヤ
ー
サ
」
な
ど
の
囃は

や
し子
と
と
も
に
踊
ら

れ
る
棒
踊
り
。
薩
摩
半
島
・
大
隅
半
島
を

中
心
に
南
九
州
一
帯
（
旧
薩
摩
藩
領
）
に

広
く
分
布
し
、
集
落
の
祭
礼
な
ど
で
踊
ら

れ
て
き
た
。
棒
を
使
っ
た
神
事
や
芸
能
は

日
本
に
広
く
分
布
し
て
い
て
、
棒
術
さ
な

が
ら
の
も
の
を
は
じ
め
、
空
手
術
の
影
響

が
見
ら
れ
る
も
の
な
ど
も
伝
承
さ
れ
て
い

る
が
、
南
九
州
の
棒
踊
り
は
、
風
流
色
が

濃
厚
で
独
特
な
民
俗
芸
能
で
あ
る
と
い
う
。

　

南
九
州
の
棒
踊
り
は
、
春
か
ら
初
夏
に

か
け
て
行
わ
れ
る
旧
暦
２
月
の
春
祭
り

（
打う

ち
う
え植
祭
り
）、
旧
暦
３
月
の
馬ば
と
う
か
ん
の
ん

頭
観
音
・

は
や
ま
ど
ん
の
祭
り
、
旧
暦
５
月
の

御お
た
う
え

田
植
祭
り
な
ど
の
祭
礼
の
時
に
踊
ら
れ

て
き
た
。
そ
の
起
源
に
つ
い
て
は
『
農
耕

儀
礼
』『
防
御
・
攻
撃
術
の
踊
り
化
』『
朝

鮮
出
兵
の
凱が

い
せ
ん旋

祝
賀
』
な
ど
諸
説
あ
る
が
、

棒
踊
り
を
『
お
田
踊
り
』
と
呼
ぶ
地
域
が

あ
る
こ
と
や
前
述
の
春
か
ら
初
夏
に
か
け

て
の
祭
事
が
い
ず
れ
も
稲
作
に
関
わ
る
祭

り
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
棒
踊
り
が
稲
作
と

関
係
の
深
い
芸
能
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

棒
踊
り
の
歌
も
、
御
田
植
祭
り
の
田
歌
か

ら
派
生
し
て
い
る
。
ま
た
、
棒
踊
り
の
動

き
や
型
は
、
棒
術
の
影
響
を
強
く
受
け
な

が
ら
、
そ
れ
を
風
流
化
さ
せ
た
も
の
で
あ

る
。
江
戸
時
代
初
期
頃
に
成
立
し
た
棒
踊

り
は
、
そ
の
成
立
に
も
深
く
関
わ
る
山
伏

た
ち
に
よ
っ
て
、
た
ち
ま
ち
流
行
し
薩
摩

藩
全
域
に
流
布
し
て
い
っ
た
。

　

棒
踊
り
と
一
言
で
い
っ
て
も
、
そ
の
種

類
は
多
い
。基
本
型
は『
三
尺
棒
と
三
尺
棒
』

『
六
尺
棒
と
六
尺
棒
』『
三
尺
棒
と
六
尺
棒
』

で
、
そ
こ
か
ら
『
鎌
と
六
尺
棒
』『
鎌
と
ナ

ギ
ナ
タ
』『
三
尺
棒
と
鎌
と
六
尺
棒
』『
三

尺
棒
と
鎌
と
三
尺
棒
』『
六
尺
棒
と
鎌
と
六

尺
棒
』
や
、
錫

し
ゃ
く
じ
ょ
う杖
踊
り
・
虚こ
む
そ
う

無
僧
踊
り
な

ど
十
数
通
り
の
変
型
に
発
展
し
て
い
っ
た
。

踊
り
手
の
人
数
も
２
列
縦
隊
で
踊
る
４
人

１
組
の
場
合
と
、
３
列
縦
隊
で
踊
る
６
人

１
組
の
場
合
が
あ
る
。
服
装
や
振
り
の
変

化
な
ど
も
加
え
る
と
何
十
通
り
も
の
棒
踊

り
が
存
在
し
た
。

　

か
つ
て
大
崎
町
内
で
も
あ
ら
ゆ
る
集
落

で
棒
踊
り
が
踊
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
数

十
年
の
間
に
随
分
と
途
絶
え
て
し
ま
い
、

現
在
で
も
踊
ら
れ
て
い
る
集
落
は
僅
か
と

な
っ
た
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
中
、
近
年
、

中
沖
校
区
・
野
方
校
区
・
大
丸
校
区
に
お

い
て
、
地
域
の
学
校
と
住
民
が
一
体
と
な

り
、
棒
踊
り
を
伝
承
す
る
取
り
組
み
が
行

わ
れ
、
主
に
運
動
会
で
踊
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
通
じ
て
、『
棒
踊

り
』
と
い
う
地
域
に
根
付
い
て
い
た
伝
統

芸
能
を
子
ど
も
た
ち
が
体
感
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
。
ま
た
、
子
ど
も
た
ち
の
踊
り

に
多
く
の
人
が
懐
古
の
念
を
抱
い
て
い
る

こ
と
だ
ろ
う
。

　

今
年
も
も
う
す
ぐ
棒
踊
り
の
季
節
が

や
っ
て
く
る
。
小
節
の
き
い
た
独
特
な
歌
、

カ
チ
ッ
カ
チ
ッ
と
打
ち
合
う
棒
の
音
、
威

勢
の
良
い
囃
子
、
そ
し
て
勇
ま
し
い
そ
の

動
き
か
ら
、
先
人
た
ち
が
棒
踊
り
に
込
め

た
五ご

こ
く
ほ
う
じ
ょ
う

穀
豊
穣
や
無
病
息
災
を
祈
る
想
い
が

伝
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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▲中沖校区棒踊り

▲荒佐野棒踊り（３年に１回、春祭りにおいて荒佐野親和会が踊っている）
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