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■
県
の
無
形
民
俗
文
化
財

敦
賀
市
野
坂
に
あ
る
野
坂
神
社
の

神
事
、「
だ
の
せ
祭
り
」
は
旧
暦
正

月
に
行
わ
れ
て
き
た
伝
統
芸
能
で

す
。
県
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定

さ
れ
て
い
ま
す
。

室
町
時
代
に
始
ま
っ
た
と
伝
え
ら

れ
、「
だ
の
せ
」
は
「
田
主
」
や
「
田

之
主
」
が
語
源
と
も
言
わ
れ
ま
す
。

か
つ
て
は
旧
暦
の
１
月
８
日
に
開
か

れ
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
は
旧
暦
１

月
８
日
の
直
前
の
日
曜
ま
た
は
休
日

に
開
か
れ
ま
す
。
平
成
28
年
は
２
月

14
日
㈰
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

日
本
で
は
稲
作
な
ど
の
農
耕
が
国

や
村
を
支
え
て
き
ま
し
た
。
こ
の
た

め
、
人
々
は
稲
な
ど
五
穀
の
豊
作
を

氏
神
や
田
の
神
に
祈
っ
て
き
ま
し

た
。「
だ
の
せ
祭
り
」
も
そ
う
し
た

祭
り
で
、
新
し
い
年
の
豊
作
を
祈
願

す
る
も
の
で
す
。

■
１
年
間
の
農
作
業
を
演
じ
て

祭
り
の
日
、
午
前
中
に
は
野
坂
神

社
で
神
事
や
、
頭と

う

渡
し
と
呼
ば
れ
る

儀
式
な
ど
が
行
わ
れ
ま
す
。
こ
の
あ

と
午
後
、
だ
の
せ
の
踊
り
が
神
社
の

隣
の
野
坂
公
会
堂
で
行
わ
れ
ま
す
。

だ
の
せ
の
踊
り
で
は
、
１
年
間
の

農
作
業
を
あ
ら
か
じ
め
演
じ
て
見
せ

る
こ
と
で
豊
作
を
祈
願
し
ま
す
。
紺

色
の
素す

襖お
う

を
着
た
６
人
の
若
衆
が
田

ん
ぼ
に
見
立
て
て
床
に
置
い
た
大
太

鼓
を
取
り
巻
き
、
宮
主
が
巻
物
を
読

み
上
げ
る
の
に
合
わ
せ
太
鼓
の
周
り

を
回
り
ま
す
。
か
つ
て
は
米
作
り
以

外
の
養
蚕
な
ど
も
含
ん
で
長
時
間
に

わ
た
っ
た
そ
う
で
す
が
、
現
在
で
は

「
田
打
ち
踊
り
」
と
「
田
植
え
踊
り
」

の
二
つ
が
踊
ら
れ
て
い
ま
す
。

最
初
は
「
田
打
ち
踊
り
」。
若
衆

は
鍬く

わ

に
見
立
て
た
２
本
の
チ
サ
の
木

の
枝
で
太
鼓
を
た
た
い
て
太
鼓
の
周

り
を
回
り
、「
だ
の
せ
の
せ
の
や
」

と
は
や
し
な
が
ら
踊
り
ま
す
。
踊
り

の
合
間
に
、
裃

か
み
し
も

姿
で
升
を
抱
え
た

福
男
が
現
れ
る
と
、
若
衆
が
「
ま
こ

う
や
、
ま
こ
う
や
。
福
の
種
を
ま
あ

こ
い
の
」
と
は
や
し
ま
す
。
福
の
種

と
は
白
米
の
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
応

え
て
福
男
は
、「
ふ
っ
く
ら
た
ね
（
福

の
種
）
を
ま
あ
こ
い
の
」
と
言
っ
て

米
を
ま
く
。
そ
ん
な
場
面
が
挟
ま
れ

ま
す
。

続
い
て
「
田
植
え
踊
り
」
が
行
わ

れ
ま
す
。
こ
こ
で
は
若
衆
が
太
鼓
を

背
に
し
て
互
い
に
肩
を
組
み
、
稲
の

苗
に
見
立
て
た
杉
の
葉
を
両
手
に
踊

り
ま
す
が
、
太
鼓
か
ら
横
に
離
れ
跳

ん
で
低
く
か
が
む
田
植
え
の
動
作
が

加
わ
り
ま
す
。こ
の
踊
り
の
間
に
は
、

土
を
な
ら
す
柄え

振ぶ

り
を
持
っ
た
柄
振

り
さ
し
が
現
れ
、
田
を
な
ら
す
し
ぐ

さ
を
し
ま
す
。
ま
た
、
着
物
を
着
て

妊
婦
と
娘
に
ふ
ん
し
た
２
人
の
男
性

（
小こ

昼び
る

も
ち
）
が
、
小
昼
（
昼
飯
）
を

頭
上
に
載
せ
て
若
衆
の
周
り
を
回
る

場
面
も
差
し
込
ま
れ
ま
す
。

「
田
打
ち
踊
り
」「
田
植
え
踊
り
」

と
も
３
回
ず
つ
踊
ら
れ
、
終
わ
る
た

び
に
厄
年
な
ど
の
果
報
者
ら
を
胴

上
げ
し
て
場
を
盛
り
上
げ
て
い
ま

す
。■

伝
統
維
持
へ
子
供
達
も
参
加

バ
チ
替
わ
り
の
チ
サ
の
枝
は
、
突

い
て
い
る
と
マ
ム
シ
に
か
ま
れ
な
い

と
伝
え
ら
れ
、
持
ち
帰
る
人
も
い
ま

す
。
ま
た
、
神
事
で
備
え
た
ひ
し
餅

が
来
場
者
に
配
ら
れ
て
い
ま
す
。

長
く
続
く
「
だ
の
せ
祭
り
」
で
す

が
、
今
は
伝
統
維
持
の
た
め
小
学
生

も
参
加
し
、
大
人
と
交
互
に
踊
り
手

を
務
め
て
い
ま
す
。
野
坂
だ
の
せ
祭

り
保
存
会
の
川
端
一
男
会
長
は
「
地

元
の
伝
統
を
保
存
し
て
い
く
と
と
も

に
、
年
中
行
事
と
し
て
地
域
住
民
の

親
睦
を
深
め
る
祭
り
と
し
て
大
切
に

し
て
い
き
た
い
で
す
ね
」
と
話
し
て

い
ま
す
。

田打ちの踊り

小昼もち

福男の種まき
田植えの踊り

柄振りさし柄振りさし

田
植
え
な
ど
の
踊
り
で
豊
作
願
う

野
坂
神
社
の
「
だ
の
せ
祭
り
」
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