
口

頭

伝

承

は

じ

め

に

大

前•

半
出
来
の
地
名
の
由
来
、
干
川
の
姓
の
起
り
、#

1
^

し
川•

思
い
川
に
ま 

つ
わ
る
話
、
ど
れ
も
伝
説
の
主
人
公
は
源
頼
朝
で
あ
る
。
各
地
を
遍
歴
し
た
と
い
わ 

れ
る
弘
法
大
師
の
話
は
、
門
貝
の
逆
さ
杉
な
ど
に
伝
わ
っ
て
い
る
。
馬
小
屋•

馬
洗 

い
井
戸•

白
い
馬
そ
の
他
、
馬
の
話
も
目
立
つ
。

昔
は
、
猿

聱

入•

鳥

呑

爺•

ヵ
シ
ャ
な
ど
が
採
集
さ
れ
た
今
井
に
は
、
も
っ
と
豊 

富
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。

調
査
期
間
中
、
う
ぐ
い
す
と
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
を
、
毎
日
耳
に
し
た
。

ほ
と
と
ぎ 

す
や
、
十
一
の
話
な
ど
、
今
度
ほ
ど
身
近
か
に
聞
い
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

「鳩
と
豆
」

は
、
す

で

に

「
日
本
昔
話
集
」(

日
本
児
童
文
庫)

の
中
に
、
「鳩
の 

立
ち
聴
き
」
と
い
う
題
で
、
ほ
ぼ
同
じ
話
が
、
上
野
吾
妻
郡
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い 

る
〇
な
お
「
醒
睡
笑
」
卷
之
六
に
も
同
様
の
話
が
出
て
い
る
し
、
ま
た
「
独
楽
新
語
」(

和 

田
万
吉
編
江
戸
笑
話
選)

に
「
豆
畠
」
と
い
う
題
で
、
殿
様
が
用
人
と
、
品
川
沖
へ
漕
出 

し
、
下
邸
へ
豆
を
蒔
こ
う
と
い
う
話
が
出
て
い
る
が
、
ど
れ
も
同
巧
異
曲
で
あ
る
。
 

「
一
®

っ
て
も
黒
豆
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
が
あ
る
。
何
が
な
ん
で
も
自
説
を
ま
げ
な 

い
自
信
家
を
い
う
が
、
「
故
事
こ
と
わ
ざ
辞
典
」

の
参
考
に
挙
げ
て
あ
る
「
擾
の
実 

は
成
ら
ば
成
れ
椋
の
木
」
と
い
う
の
と
、

こ
の
村
の
「
く
る
み
と
ぬ
る
で
」
と
は 

同
じ
よ
う
な
人
物
で
、

こ
の
自
信
家
を
、

こ
こ
で
は
い
ん
ご
う
と
呼
ん
で
い
る
。
 

命
名
に
つ
い
て
、

へ
そ
の
緒
を
、
け
さ
が
け
し
て
生
れ
た
も
の
に
、
け
さ
と
名
づ 

け
る
と
こ
ろ
は
、
県
内
各
地
に
多
い
が
、
芦
生
田
に
は
、
袈
裟
行•

今

朝
造.

ヶ
サ 

ノ •

け
さ
江
な
ど
、
現
存
の
人
だ
け
で
も
、

一
三
人
い
る
の
に
驚
い
た
。

ふ
き
の
と
う
を
、
な
ぜ
ジ
ャ
オ
ー
ジ
と
い
う
の
か
は
、
昭
和
三
六
年
の
六
合
村
調 

S
W

来
、
私
の
宿
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
ジ
ャ
オ
ー
ジ
ま
た
は
ジ
ャ
ホ
ー
ジ
と
い
っ 

て
い
る
。

こ
の
ジ
ャ
オ1

ジ
と
ガ
ン
ボ
ー
ジ(

た
ん
ぽ
ぽ•

こ
う
ぞ
り
な
な
ど)

と 

結
び
つ
き
そ
う
な
気
が
し
て
い
る
が
、
ま
だ
仮
説
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

豆
た
た
き
の
ベ
エ(

バ
ィ)

は
、
従
来
の
調
査
で
私
は
見
過
ご
し
て
い
た
も
の
だ 

が
、
「
秋
山
郷
」(

新
潟
県
教
育
委
員
会)

を
見
る
と
、
孀
恋
の
べ
ヱ
と
そ
っ
く
り
の 

写
真
が
、

ソ
バ
ウ
チ
ベ
ヱ
と
い
う
名
で
載
っ
て
い
る
。

ま

た

「
日
本
の
民
俗
」
熊
本
に
も
、
豆
打
ち
棒
の
名
で
、
ベ
エ
と
同
じ
写
真
が
出 

て
い
る
。(

上
野
勇)

一
、
伝 

説

大 

前 

昔
、
源
頼
朝
が
卷
狩
に
来
た
時
に
、
馬
が
足
を
痛
め
た
の
を
洗
っ
て
治 

し
た
。
そ

こ

を

「
馬
洗
い
井
戸
」
と
い
い
、
湯
が
川
端
に
湧
い
て
温
い
。

マ
ヤ 

ラ
ド
と
い
い
、
干
俣
川
ね
ぶ
っ
か
わ
せ
に
、
明
治
四
十
年
ご
ろ
、
湯
宿
が
あ
っ
た
。
 

大
前
に
は
、
源
頼
朝
の
ウ
マ
ヤ
が
あ
っ
た
の
で
、
オ
ウ
マ
ヤ
が
大
前
に
な
っ
た
と 

い
う
。(

大
前)

干
吴
と
川 

昔
、
源
頼
朝
が
こ
の
地
に
遊
ん
だ
時
、
今
の
干
川
家
の
祖
先
が
パ
の 

水
を
干
し
山
魚
を
と
っ
て
献
上
し
た
。
こ
の
功
績
に
よ
り
、
頼
朝
か
ら
、
「
以
後
、
干 

川
の
姓
を
名
乗
っ
て
よ
い
。
」
と
い
わ
れ
た
と
い
う
。

以
前
、
川
が
ふ
た
ま
た
に
な
っ
て
流
れ
て
い
た
の
を
片
方
を
干
し
て
、

一
本
の
流 

れ
に
し
た
。
そ

れ

以

後
「
干
俣
」
と
い
う
地
名
と
な
っ
た
。

昔
、
星
野
俣
五
郎
と
い
う
郷
士
が
い
た
。
た
い
へ
ん
村
の
た
め
に
尽
く
し
た
人
だ
っ



た
の
で
、そ
の
功
績
を
後
世
ま
で
残
す
た
め
に
、
星

野

の

「
星
」
を

「
干
」

の
字
に 

し

ま

た

「
俣
」

の
字
を
採
っ
て
「
干
俣
」
と
い
う
地
名
を
こ
し
ら
え
た
。

昔
、
「
干
俣
」
は
た
び
た
び
大
水
が
出
た
た
め
に
人
家
は
も
っ
と
山
ぎ
わ
の
小
高
い 

所
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
村
内
を
流
れ
る
川
を
万
座
川
に
落
す
よ
う
に
し
た
ら
、
大
水 

も
少
な
く
な
っ
た
の
で
、
人
々
は
現
在
の
所
に
住
み
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。 

(

干
俣)

湯
く
ぼ 

昔
は
湯
く
ぼ
に
、
草
津
の
お
湯
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
た
ま
た
ま
草
津 

へ
、
草
の
葉
に
包
ん
で
、
投
げ
て
く
れ
た
。
そ
れ
で
草
津
に
お
湯
が
出
る
よ
う
に
な 

り
、
湯
く
ぼ
が
涸
れ
た
。
薬
師
さ
ん
が
投
げ
た
。(

芦
生
田)

馬
小
屋 

門
貝
の
ヵ
プ
ッ
シ
ュ
沢
の
山
に
馬
小
屋
が
あ
る
。
浅
く
天
井
の
低
い
岩 

穴
で
、
馬
盗
人
が
馬
を
盗
ん
で
き
て
は
入
れ
て
お
い
た
所
で
、
す
こ
し
前
ま
で
、

マ 

セ
ッ
ポ
ゥ
の
あ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。

い
ま
は
、
も
の
す
ご
い
数
の
コ
ゥ
モ
リ
の
巣 

に
な
っ
て
い
る(

門
貝)

ド
ン
ド
ン
の
滝 

ド
ン
ド
ン
の
滝
に
は
ド
ン
ド
ン
ば
ば
あ
が
す
ん
で
：,

て
、
油
屋 

を
ひ
き
こ
ん
だ
と
か
、
油
桶
を
ひ
き
こ
ん
だ
と
か
伝
え
て
い
る
。(

田
代)

今
井
の
小
字
名 

厶-7
井
の
小
字
は
、半
出
来
、
今
井
、
仙
ノ
入
、
石
津
の4

つ
に 

分
れ
て
い
る
。

半

出

来(

は
ん
で
き)

の
起
源
に
つ
い
て
、
源
頼
朝
が
三
原
に
卷
狩
り
に
来
た
時 

に
、
獲
物
を
と
り
、
皮
を
む
い
た
も
の
を
ハ
デ
木
に
掛
け
た
所
な
の
で
、
そ
れ
が
ハ 

ン
デ
キ
に
な
っ
た
と
言
う
。
又
、
頼
朝
が
晴
着
を
着
た
の
で
、

ハ
レ
ギ
か
ら
ハ
ン
デ 

キ
に
な
っ
た
と
も
言
う
。
頼
朝
の
坐
っ
た
と
い
う
御
座
石
が
あ
っ
た
が
、
今
は
欠
け 

て
し
ま
っ
た
。

今

井

は
本
村(

ほ
ん
む
ら)

と
通
称
さ
れ
、

一
番
古
い
と
さ
れ
て
い
る
。
館
が
あ 

り
、
真
田
の
一
族
が
い
た
と
い
う
。
以
前
は
ホ
リ
ッ
コ(

濠
跡)

が
あ
っ
た
と
ノ
う
。
 

今
井
の
忠
四
郎
と
い
う
所
に
テ
ラ
屋
敷
と
い
う
場
所
が
あ
る
。

長
野
原
町
に
あ
る 

常
林
寺
が
天
明3

年
の
浅
間
押
の
時
に
流
失
し
て
、

二
十
数
年
こ
こ
に
移
転
し
て
い 

た
の
で
、

こ
の
名
が
あ
る
。

仙
ノ
入
に
は
数
戸
し
か
な
か
っ
た
が
、
戦
後
各
地
か
ら
の
人
が
入
っ
て
大
き
く 

な
っ
た
開
拓
村
で
あ
る
。

石
津
は
石
津
千
軒
と
言
わ
れ
、
盛
え
て
い
た
が
、
白
根
山
の
爆
発
以
後
衰
退
し
て 

し
ま
っ
た
。
な
おf

と
い
う
場
所
が
あ
り
、
爆
発
の
時
の
石
が
沢
山
あ
る
。
な
お
、
 

石

津

に

は

「
五
輪
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
る
五
輪
塔
が
あ
る
。
上
田
か
ら
沼
田
へ
抜
け
る 

道
し
る
べ
と
し
て
建
て
ら
れ
た
も
の
と
言
う
。(

厶
-7
井)

石
津
千
軒 

ア
シ
ゲ
タ
千
軒 

石
津
は
昔
か
ら
の
家
が
十
軒
あ
り
あ
と
は
戦
後
入 

植
し
た
人
た
ち
で
あ
る
が
昔
は
千
軒
ほ
ど
の
戸
数
だ
っ
た
と
い
う
話
が
あ
る
。
又
、
 

現
在
の
仙
の
入
部
落
は
以
前
は
ア
シ
ゲ
タ
と
い
わ
れ
こ
こ
に
も
多
数
の
人
が
住
ん
で 

い
た
。

タ
レ
コ
ゥ
、

ヌ
タ
バ
な
ど
の
地
名
が
あ
る
。
火
山
信
仰
の
タ
ル
講
か
ら
き
た 

地
名
で
は
な
い
か
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
耕
地
面
積
は
両
方
と
も
三
百
町
歩
か
ら
あ 

る
。(

今
井)

五
輪
平 

昔
白
根
山
の
中
腹
に
寺
が
あ
っ
た
が
長
野
県
須
坂
の
方
に
移
っ
て
し 

ま
っ
た
。
現
在
は
寺
や
し
き
跡
と
か
、
ゴ
ハ
メ
キ
と
い
い
ヒ
ヱ
を
坊
主
が
五
合
毎
年



ま
い
た
と
い
う
場
所
が
あ
る
。
又
、
五
輪
の
塔
が
あ
り
こ
れ
に
手
を
ふ
れ
る
と
雨
が 

降
る
と
、い
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
鎌
倉
時
代
の
さ
む
ら
い
の
墓
だ
と
も
い
わ
れ
て 

い
る
。
営
林
署
の
人
が
下
刈
り
に
行
き
そ
ん
な
話
は
な
い
と
い
い
、
さ
わ
っ
た
ら
雨 

が
降
っ
た
の
で
今
で
も
本
当
の
こ
と
と
信
じ
て
い
る
。(

今
井)

熊
野
神
社
裏
山
の
風
穴 

熊
野
神
社
の
裏
山
に
岩
穴
が
あ
り
、
風
穴
と
い£

て
い 

る
。

こ
の
穴
に
熊
野
神
社
の
神
符
を
鶏
に
つ
け
て
は
な
し
た
と
こ
ろ
越
後
の
権
現
様 

に
出
て
鳴
い
た
と
い
う
。(

門
貝)

お
諏
訪
様 

甲
賀
の
三
郎
は
、
浦
島
太
郎
と
同
じ
こ
と
で
、
地
下
の
国
に
行
っ
て 

来
て
、
諫
訪
湖
に
出
た
と
か
い
う
。(

芦
生
田)

音
無
し
川
諏
訪
神
社
の
境
内
か
ら
流
れ
出
す
水
は
夏
冷
た
く
て
、
冬
暖
か
い
き 

れ
い
な
水
で
、
ャ
マ
く
が
う
ん
と
取
れ
た
。
建
久
三
年
卯
月
に
源
頼
朝
が
三
原
に
卷 

狩
に
来
た
時
に
、
‘課
訪
神
社
で
蹴
毬(

け
ま
り)

の
会
を
し
た
。
泊
っ
た
時
に
、
川 

の
水
が
う
る
さ
い
の
で
、
う
る
さ
い
と
が
な
っ
た
ら#
!

が
止
ん
だ
の
で
、
立
日
無
川
と 

い
う
。(

干
俣)

思
い
川 

頼
朝
が
、
浅
間
の
狩
に
来
た
時
、
馬
の
馬
場
を
作
っ
て
練
習
し
た
の
で
、

今
で
も
馬
場
組
と
い
ぅ
名
が
残
っ
て
い
る
。
ま
た
干
俣
に
滞
在
し
、
頼
朝
が
い
い
水 

を
汲
ん
で
来
い
と
い
っ
た
ら
、

こ
こ
の
思
い
川
の
水
を
汲
ん
で
い
っ
た
。
頼
朝
が
、
 

鎌
倉
で
病
気
を
し
、
重
態
の
時
、
思
い
川
の
水
を
汲
ん
で
来
い
と
、
部
下
に
命
じ
た
。
 

部
下
が
汲
ん
で
い
っ
た
が
、
井
戸
を
ま
ち
が
え
て
い
っ
た
。
頼
朝
が
飲
ん
で
、
違
ぅ
、

熊野神社裏山の風穴(門貝)

(撮影中村和三郎)

思 い 川(三原)(撮影上野 勇)思 い 川(三原)(撮影上野勇)



ど
う
い
う
と
こ
ろ
だ
っ
て
い
う
と
、
そ
れ
は
違
う
、
ま
た
使
い
が
い
っ
て
、
思
い
川 

の
水
を
汲
ん
で
い
っ
た
ら
、
あ
あ
こ
の
水
だ
と
い
っ
て
、
満
足
さ
れ
た
。
弘
法
大
師 

が
、
切
り
つ
け
た
梵
字
が
あ
っ
て
、
井
戸
神
様
と
し
て
祭
っ
て
あ
る
。
今
は
、
水
道 

を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
が
、
昔
は
、
十
軒
、
そ
の
水
で
生
活
し
て
い
た
。
冬
は
温
か 

く
、
、
夏
は
つ
め
た
く
、
近
所
で
は
、
冷
蔵
庫
の
代
り
に
し
て
い
る
。(

三
原)

弘
法
の
さ
か
さ
杉 

弘
法
の
さ
か
さ
杉
は
熊
野
神
社
の
境
内
に
あ
り
、
弘
法
大
師 

が
さ
し
た
つ
え
が
成
長
し
た
と
伝
え
、
枝
張
り
が
か
わ
っ
て
お
り
、
弘
法
の
さ
か
さ 

杉
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
樹
齢
約
五
〇
〇
年
、
根
元
廻
り
約
九
メ
ー
ト
ル
。(

門
貝)

弘
法
様
弘
法
様
が
百
姓
屋
に
行
っ
た
ら
イ
モ
を
焼
い
て
い
た
の
で
、
イ
モ
を
く 

れ
と
言
っ
た
ら
、
そ
こ
の
百
姓
は
「
イ
モ
は
ね
え
、
石
だ
」
と
答
え
た
。
そ
う
し
た 

ら
そ
の
百
姓
の
畑
の
イ
モ
が
み
ん
な
石
に
な
っ
た
。

次
の
部
落
で
セ
ン
ベ
イ
屋
に
よ
っ
て
セ
ン
ベ
イ
を
く
れ
と
言
っ
た
ら
半
分
く
れ 

た
。
そ
れ
で
次
の
歌
を
よ
ん
だ
。

十
五
夜
に
片
わ
れ
月
は
な
け
れ
ど
も
、
雲
に
か
く
れ
て
こ
こ
に
半
分
。(

門
貝) 

円
通
院 

巨
大
な
一
本
の
ア
ク
ダ
ヮ
ラ
の
木
で
建
て
た
が
、

三
条
か
ら
特
大
の
大

の
こ
ぎ
り
を
借
り
て
き
て
、
 

そ
の
木
を
切
っ
た
も
い
う
。

(

干
俣)

天
狗
倒
し
城
の
平
で
晩 

方
に
な
る
と
木
を
伐
る
音 

と
、
木
が
倒
れ
る
ミ
リ-
:

リ 

と
い
う
音
が
し
た
。

日
が
入 

る
と
天
狗
が
木
を
伐
る
と
い 

う
。

お
っ
か
な
く
て
し
ょ
う 

が
な
い
の
で
、
み
ん
な
そ
こ 

に
住
ん
で
い
る
人
は
、
下
の 

部
落
に
お
り
て
し
ま
っ
た
。

神
社
合
併
で
、
袋
倉
の
神 

社
も
鎌
原
に
集
め
て
し
ま
っ 

た
の
で
、
始
ま
っ
た0

出
雲 

か
ら
勧
請
し
て
神
社
を
建
て 

た
ら
、
や
ん
だ
。(

袋
倉)

石
津
の
馬
頭
観
音 

馬
頭
観
音
の
仏
像
を
造
る
た
め
村
中
の
人
が
白
根
山
の
ッ
ガ 

の
木
を
見
つ
け
て
歩
き
決
め
た
日
が
二
百
年
ほ
ど
前
の
九
月
九
日
で
あ
っ
た
。
次
に 

九
月
十
九
日
に
そ
の
木
を
切
り
に
行
っ
た
け
れ
ど
も
、
も
っ
と
山
の
上
に
行
っ
た
ら 

ょ
い
木
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
歩
き
回
っ
て
い
る
中
に
吹
雪
と
な
り
や
む
な
く
最 

初
に
見
つ
け
た
木
を
切
っ
て
来
た
。
九
月
二
十
七
日
に
村
中
で
出
て
そ
の
木
を
引
き 

お
ろ
し
て
来
て
、
そ
の
晩
餅
を
つ
い
て
お
祝
を
し
た
。

何
十
日
か
、
か
か
っ
て
仏
像
を
造
り
上
げ
た
が
、
仕
上
げ
た
晩
に
そ
の
人
は
急
死 

し
て
し
ま
っ
た
。

像
は
手
が
六
本
で
一
本
の
木
で
造
ら
れ
て
い
る
。
虫
歯
が
痛
む
と
き
願
を
掛
け
る 

と
ょ
く
治
っ
た
。
願
果
し
に
は
、
竹
の
輪
を
、
腰
が
痛
む
と
き
に
は
腰
巻
き
を
上
げ 

た
。



観
音
講
と
し
て
村
中
の
信
仰
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
昔
は
馬
を
盛
ん
に
使
用
し 

た
関
係
も
あ
っ
た
。

現
在
で
も
、
毎
年
二
月
十
九
日
と
彼
岸
の
中
日
の
た
び
に
念
仏
を
行
な
っ
て
い
る
。
 

村
中
の
仏
像
を
本
村
に
集
め
た
と
き
こ
の
像
は
集
め
ず
に
置
い
た
た
め
三
年
ほ
ど
前 

に
全
部
仏
像
を
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
が
、
焼
失
を
ま
ぬ
か
れ
た
。(

今
井)

二
士 1

1

夜
様 

二
十
三
夜
待
が
昔
は
盛
ん
だ
っ
た
。
願
い
ご
と
が
か
な
う
と
い
う 

こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
晩
は
希
望
者
が
集
り
、
仕
事
を
し
な
が
ら
月
の
昇
り
を
待
っ 

た
。
仕
事
と
し
て
は
、
な
わ
な
い
が
普
通
で
月
の
昇
り
ま
で
に
二
十
尋
の
も
の
を
五 

つ
ぐ
ら
い
仕
上
げ
た
。

特
に
ご
り
や
く
が
あ
る
や
り
方
は
、
川
原
の
中
で
、
石
の
上
で
二
十
三
夜
待
を
す 

る
こ
と
だ
と
い
わ
れ
て
お
り
、
あ
る
人
た
ち
は
、

こ
の
こ
と
を
信
じ
て
二
十
三
夜
待 

を
河
原
で
行
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
大
水
と
な
り
危
険
と
な
っ
た
の
で
、

一
人
残
し
て 

逃
げ
た
。

一
人
は
水
量
が
増
し
た
川
の
中
で
石
の
上
に
立
っ
て
い
る
と
三
夜
さ
ん
が 

見
え
た
。
そ
れ
か
ら
家
にW

っ
て
見
た
ら
ま
だ
出
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

こ 

の
危
険
を
三
夜
様
が
守
っ
た
の
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
又
、
あ
る
峠
の
下
で
日
荇 

に
な
り
困
っ
て
い
る
と
、
赤
ン
坊
を
背
負
っ
た
女
が
一
緒
に
行
き
ま
し
ょ
う
と
さ
そ 

わ
れ
て
登
っ
た
。
峠
の
頂
上
で
一
休
み
し
よ
う
と
言
う
の
で
休
ん
で
見
る
と
女
は
一 

ッ
目
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
驚
き
で
身
動
き
も
出
来
ず
に
い
る
中
に
、
月
が
昇
り 

女
を
照
す
や
い
な
や
、
山
鳴
り
が
し
て
ズ
シ
ン
、
ズ
シ
ン
と
い
う
音
が
し
て
逃
げ
て 

行
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
れ
は
二
十
三
夜
様
を
信
仰
し
て
い
た
お
蔭
だ
と
い
う
こ
と
で 

伝
え
ら
れ
て
い
る
。(

今
井)

あ
げ
ひ
ば
り 

寺
か
ら
ー
キ
ロ
位
の
ぼ
る
と
善
光
寺
道(

関
所
の
裏
道)

が
あ
り
、
 

そ
こ
に
一
つ
の
石
碑
が
あ
る
。

「
あ
げ
ひ
ば
り 

み
あ
げ
て
こ
こ
に
や
す
ろ
う
て

右
は
仏
の
道
と
し
る
べ
し
」
と
刻
ん
で
あ
る
。

こ
れ
に
は
次
の
よ
う
な
話
が
あ
る
。

人
品
い
や
し
か
ら
ざ
る
美
人
—
実

は

真

の

妄

—
が
秘
密
書
類
を
大
阪
か
ら
も
っ 

て
き
た
。
書
類
を
腹
に
し
ま
い
、
は
ら
み
女
に
ば
け
て
き
た
。
道
が
わ
か
ら
な
い
の

で
、
た
ま
た
ま
五
兵
衛
さ
ん
に
き
い
た
。

五
兵
衛
さ
ん
は
こ
の
歌̂

歌
っ
て
教
え
て 

や
っ
た
。
し
か
し
善
光
寺
橋
と
い
う
一
本
橋
が
あ
り
、
女
に
は
渡
れ
る
筈
は
な
い
。
 

そ
う
思
っ
て
五
兵
衛
さ
ん
は
翌
朝
い
っ
て
み
た
ら
、
案
の
定
橋
か
ら
落
ち
て
死
ん
で 

い
た
。
そ
こ
で
埋
葬
し
て
碑
を
建
て
た
と
い
う
。(

大
笹)

揚雲雀の碑(大笹)(撮影都丸十九一)冋 石



白
い
鶏 

さ
か
も
と
親
王
が
、
京
都
で
世
継
ぎ
の
問
題
で
、
誰
が
次
の
位
に
着
く 

か
と
い
ぅ
時
、

つ
ば
め
の
糞
が
目
に
入
っ
て
、
盲
に
な
っ
た
の
で
、
信
州
へ
山
流
し 

に
な
っ
た
。
家
来
が
連
れ
て
来
て
、
山
の
中
へ
置
い
て
い
っ
た
。

つ
ば
め
の
糞
が
悪 

か
っ
た
の
で
、
そ
れ
か
ら
白
い
鶏
を
：
飼
わ
な
く
な
っ
た
。•(

三
原)

片
目
の
小
さ
い
理
由 

大
笹
の
人
は
片
目
が
小
さ
い
。
鎮
守
の
お
諏
訪
様
が
、
芋 

が
ら
で
す
べ
っ
て
こ
ろ
ん
で
、
胡
麻
が
ら
で
目
を
つ
い
て
、
目
を
患
っ
た
の
で
。
今 

で
も
大
笹
で
は
、

こ
の
両
種
の
作
物
を
つ
く
ら
な
い
。(

大
笹)

浅
間
さ
ん
が
い
も
が
ら
で
の
め
っ
て
、
ゴ
マ
で
目
を
つ
い
た
の
で
、
浅
間
山
の
見 

え
る
所
で
は
里
い
も
と
ゴ
マ
を
作
っ
て
は
い
け
な
い
。

浅
間
山
麓
の
人
は
目
が
び
っ
こ
だ
と
言
ぅ
。(

袋
倉)

白
い
馬 

小
諸
城
の
お
姫
様
に
、
馬
が
ほ
れ
て
、
家
来
ど
も
が
、
草
を
や
っ
た
の

で
は
、
食
べ
な
い
。

お
姫
様 

が
や
る
と
、
喜
ん
で
食
べ
る
。
 

馬

場

を

幾

か

廻

れ

ば

、

一
 

緒
に
し
て
や
る
と
い
ぅ
と
、
 

馬
は
一
所
懸
命
に
廻
り
始
め 

た
。
本
当
に
約
束
通
り
、
廻 

り
そ
ぅ
に
な
っ
た
の
で
、
時 

間
は
来
な
い
の
に
、
合
図
の 

か
ね
を
鳴
ら
し
た
。
馬
は
、
 

ぱ
た
っ
と
ひ
っ
く
り
返
っ
た
〇 

こ
の
馬
の
崇
り
で
、
三
原
で 

は
、
白
い
馬
を
飼
わ
な
い
。 

(

三
原)

門
貝
字
鳴
尾
の
烏
は
、

二 

羽
ょ
り
ふ
え
な
い
。

門
貝
字
鳴
尾
で
は
、
家
の 

数
が
十
軒
ょ
り
ふ
え
な
い
。

(

門
貝)

山
の
背
比
べ 

浅
間
山
と
富
士
山
と
背
比
べ
を
し
た
。
浅
間
の
神
が
鬼
ど
も
を
集 

め
て
土
盛
り
を
し
て
、
浅
間
に
あ
げ
る
と
、
里
芋
の
葉
つ
ぱ
で
、
す
べ,

つ
て
転
ん
で
、
 

胡
麻
の
草
で
目
を
つ
ぶ
し
た
。
こ
ぼ
し
た
土
盛
り
が
、
小
浅
間
に
な
つ
た
。
鬼
の
集
つ 

た
、
鬼

の

土

俵

場(

相
撲
場)

が
、
今
も
あ
る
。

こ
の
村
で
は
、
里
芋
と
胡
麻
を
作 

ら
な
い
。
こ
の
辺
で
は
、油
を
取
る
材
料
に
胡
麻
の
代
り
に
、
い
く
さ
を
作
る
。(

三
原) 

二
、
昔 

話

ほ
と
と
ぎ
す 

ほ
と
と
ぎ
す
は
た
く
さ
ん
子
ど
も
が
い
た
。
あ
る
日
お
客
が
来
た
で 

魚
の
き
れ
目
を
御
馳
走
に
出
し
た
。
子
ど
も
の
兄
弟
た
ち
は
障
子
の
穴
か
ら
の
ぞ
い 

て
い
て
、
オ
レ
モ
ク
ゥ
、
オ
レ
モ
ク
ゥ
と
さ
え
ず
つ
た
。
お
客
が
帰
つ
た
あ
と
、
残 

り
の
切
れ
目
が
な
く
な
つ
た
。
兄
弟
た
ち
は
オ
メ
エ
ク
ッ
タ
ン
ベ
、
オ
メ
エ
ク
ッ
タ 

ン
べ
と
争
つ
た
。
お
し
ま
い
に
末
の
弟
が
疑
い
を
か
け
ら
れ
て
、
弟
は
の
ど
を
き
り 

さ
か
れ
て
し
ま
つ
た
が
、
弟
の
胃
袋
に
は
切
れ
目
は
入
つ
て
い
な
か
つ
た
。
そ
こ
で 

ほ
と
と
ぎ
す
は
オ
ト
ノ
ド
ツ
ッ
キ
ッ
タ
、
オ
ト
ノ
ド
ツ
ッ
キ
ッ
タ
と
な
い
て
と
ぶ
の 

で
あ
る
。(

大
笹)

お
と
と
恋
し
や
、
ほ
と
つ
き
つ
た
か
と
一
日
に
八
千
八
回
鳴
か
な
い
と
、
え
さ
を 

食
べ
な
い
。
そ
の
言
わ
れ
は
、
あ
る
と
き
兄
弟
で
ホ
ド(

芋)

を
焼
い
て
食
べ
て
い 

た
と
き
、
弟
が
兄
に
う
ま
い
と
こ
ろ
を
食
べ
さ
せ
た
の
に
、
兄
は
弟
が
う
ま
い
と
こ 

ろ
を
食
べ
て
し
ま
つ
た
と
思
つ
て
弟
の
ノ
ド
を
つ
い
て
し
ま
つ
た
。

ノ
ド
の
中
の
芋 

を
み
て
ま
ず
い
と
こ
ろ
を
食
べ
て
い
た
の
が
わ
か
つ
て
、
そ
れ
か
ら
は
え
さ
を
食
べ 

る

前

に

「
お
と
と
恋
し
や 

ほ
と
つ
つ
き
つ
た
か
」
と
八
千
八
回
鳴
く
。(

門
貝)

弟
が
兄
さ
ん
に
、

い
も
を
焼
い
て
だ
か
煮
て
だ
か
知
ら
な
い
が
、
お
れ
に
こ
ん
な 

う
ま
い
も
の
を
、
く
れ
る
の
だ
か
ら
、

て
め
え
じ
ゃ
、
ど
ん
な
に
う
ま
い
も
の
食
つ 

て
る
か
、
の
ど
切
つ
た
ら
、
皮
だ
け
だ
つ
た
。
そ
の
罪
で
、
の
ど
つ
つ
き
つ
た
つ
て
、
 

八
千
八
声
鳴
く
。

八
千
八
声
も
鳴
く
だ
か
ら
、
自
分
で
子
ど
も
を
育
て
る
こ
と
が
で 

き
ね
え
で
、
も
ず
の
巣
へ
行
つ
て
、
卵
を
生
む
。
そ
し
て
、
も
ず
が
育
て
て
く
れ
る
。

浅間山遠望(三原)(撮影上野勇)



鳴
い
て
い
る
の
で
、
餌̂

食
う
間
が
ね
え
。
も
ず
が
蛙
を
は
り
つ
け
に
し
て
お
く
と
、
 

ほ
と
と
ぎ
す
が
見
つ
け
て
、
取
っ
て
食
う
。(

芦
生
田)

山
に
ほ
ど
と
い
う
も
ん
が
あ
る
。
昔
の
こ
ん
だ
か
ら
、
自
分
は
ほ
ど
の
つ
る
を
食 

ベ
て
、
兄
に
い
い
方
を
食
べ
さ
せ
た
。
兄
は
弟
の
方
が
、
も
っ
と
う
ま
い
も
の
を
食
っ 

て
い
る
と
思
っ
て
、

の
ど
を
切
っ
て
み
た
ら
、

つ
る
ば
っ
か
り
だ
っ
た
。

そ
れ
で
、
 

お
と
と
こ
い
し
や
、
ほ
と
の
ど
つ
っ
き
っ
た
と
鳴
く 
〇 (

三
原)

ジ
ュ
ウ
イ
チ(

慈
悲
心
鳥)

慈
悲
心
鳥
の
母
親
が
野
原
に
子
ど
も

を
つ
れ
て
い
っ 

た
ら
、
子
ど
も
た
ち
は
喜
ん
で
遊
ん
で
い
る
う
ち
に
、
十
一
番
目
の
子
が
迷
子
に
な
っ 

て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
か
ら
親
は
そ
れ
を
求
め
て
ジ
ュ
ウ
イ
チ
、
ジ
ュ
ウ
イ
チ
と
鳩
く 

の
で
あ
る
。(

大
笹)

ひ
え
の
春
作
り
す
る
時
、
親
た
ち
が
、
畑
へ
い
っ
て
る
留
守
に
、
子
ど
も
が
い
な 

く
な
っ
た
。
親
が
十
一
、
十
一
と
、

い
ま
だ
に
め
っ
け
て
る
。
あ
の
鳥
が
鳴
け
ば
、
 

ひ
え
作
っ
て
い
い
。(

芦
生
田) 

-

う
ず
ら
と
ひ
ば
り 

凶
作
の
年
に
う
ず
ら
が
ひ
ば
り
に
食
料
を
借
り
た
。

い
つ
に 

な
っ
て
も
ひ
ば
り
は
返
せ
ず
に
い
る
。
そ
こ
で
ひ
ば
り
は
天
上
に
上
り
な
が
ら
、

ヒ 

ェ
(

稗)

ト
ル
、

メ
ー
ト
ル
、
テ
ン
ト
サ
ン
ニ 

マ

ネ
ル(

告
げ
る)

と
鳴
く
の
で
あ 

る
。

一
方
う
ず
ら
は
ッ
ク
ッ
テ
ヤ
ル
ー
、

ッ
ク
ッ
テ
ヤ
ル
ー
と
鳴
く
と
い
う
こ
と
で 

あ
る
。(

大
笹)

へ
び
と
め
め
ず 

む
か
し
蛇
に
目
が
な
く
、

い
い
声
で
鳴
い
て
い
た
。
み
み
ず
に 

は
目
が
あ
っ
た
。
あ
る
時
み
み
ず
が
蛇
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
、
目
と
声
を
と
り
か
え
っ 

こ
し
た
。
そ
こ
で
蛇
に
は
目
が
あ
り
、
み
み
ず
は
い
い
声
で
な
く
の
で
あ
る
。
み
み 

ず
の
声
は
、

こ
お
ろ
ぎ
ょ
り
小
さ
い
、
草
む
ら
や
田
の
く
ろ
で
い
い
声
で
あ
る
。

こ 

れ
は
も
ず
も
食
わ
な
い
太
い
み
み
ず
で
あ
る
。(

大
笹)

蛙
と
雨 

蛙
だ
っ
け
、
雨
が
降
る
と
、
余

計

鳴

か

さ

ね

。
お
っ
か
さ
ん
が
死
ん 

で
、

い
け
る
と
こ
ろ
が
な
く
て
、
川
ば
た
へ
い
け
て
お
い
た
ん
だ
っ
て
ね
。
す
る
と 

雨
が
降
る
と
、
お
っ
か
さ
ん
が
流
れ
ち
ゃ
困
る
、
お
っ
か
さ
ん
が
流
れ
ち
ゃ
困
る
っ 

て
、
雨
が
降
る
と
鳴
く
だ
っ
て
。(

芦
生
田)

萱
の
根 

萱
の
根
が
赤
い
の
は
、
ヤ
マ
ン
バ
が
、
人
を
ひ
き
ず
っ
た
の
で
、
赤
く

な
っ
た
。(

門
貝)

猿

入
 

昔
、
お
じ
い
さ
ん
が
畑
で
粟
を
作
っ
て
い
た
。

一
休
み
し
て
い
る
と
、
 

猿
が
来
て
、

一
人
じ
ゃ
大
変
だ
ろ
う
か
ら
と
い
う
の
で
手
伝
っ
て
く
れ
た
。

サ
ク
を 

切
っ
た
り
し
て
、
た
ち
ま
ち
粟
を
作
っ
て
し
ま
っ
た
。

お
じ
い
さ
ん
が
大
変
喜
ん
で
、
娘
が
三
人
い
る
か
ら
、
お
前
に
嫁
に
や
ろ
う
と
言 

う
と
、
猿
も
一
所
懸
命
に
な
っ
て
手
伝
っ
た
。

家
に
帰
っ
て
か
ら
娘
に
言
え
ば
怒
ら
れ
る
か
ら
、
困
っ
て
ふ
と
ん
を
し
い
て
一
人 

で
寝
こ
ん
で
し
ま
っ
た
。

娘
が
心
配
し
て
オ
カ
ユ
で
も
何
で
も
食
え
や
と
言
っ
た
の
で
、

こ
う
い
う
わ
け
で 

お
前
が
猿
の
所
へ
嫁
へ
行
っ
て
く
れ
れ
ば
、
何
で
も
食
う
か
ら
と
言
う
と
一
番
上
の 

娘
は
怒
っ
て
、
バ
カ
ジ
ジ
ィ
、
誰
が
猿
の
所
へ
嫁
に
行
け
る
か
と
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
 

二
番
目
の
娘
が
来
て
、
オ
カ
ユ
で
も
食
え
や
と
言
う
の
で
、

こ
う
い
う
わ
け
で
猿 

の
所
へ
嫁
に
行
っ
て
く
れ
や
と
言
う
と
、
怒
っ
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
。

末
の
娘
が
来
て
、
オ
ト
ゥ
、
オ
カ
ユ
で
も
何
で
も
食
わ
っ
せ
え
と
言
う
の
で
、

こ 

う
い
う
訳
だ
け
ど
、
他
の
奴
ら
行
き
よ
う
が
ね
え
、
お
前
が
行
っ
て
く
れ
な
け
り
ゃ
、
 

猿
に
ひ
で
え
目
に
あ
う
と
言
う
と
、

い
い
よ
、
俺
が
行
く
よ
と
末
の
娘
が
言
っ
た
。
 

嫁
に
行
く
日
ど
り
を
決
め
て
お
く
と
、
そ
の
朝
、
お
じ
い
さ
ん
の
庭
先
に
猿
が 

キ
ャ
ッ
キ
ャ
ッ
喜
ん
で
お
伴
を
連
れ
て
迎
え
に
来
て
い
た
。

娘
は
小
さ
な
風
呂
敷
包
み
を
持
っ
て
猿
と
一
緒
に
行
っ
た
。
猿
は
キ
ャ
ッ
キ
ャ
ッ 

言
っ
て
、
風
呂
敷
包
み
を
持
っ
て
行
っ
た
。

途
中
、
川
に
藤
つ
る
で
橋
が
か
け
て
あ
り
、
そ
こ
に
猿
が
つ
な
が
っ
て
猿
ば
し
ご 

を
こ
し
ら
え
、
娘
は
こ
わ
ご
わ
と
猿
の
上
を
渡
っ
た
。
そ
れ
を
越
え
る
と
奥
山
で
、
 

洞
穴
が
あ
り
、
猿
の
す
み
か
で
、
広
く
て
住
み
良
く
な
っ
て
い
た
。

し
ば
ら
く
す
る
と
、
三
月
の
節
供
に
な
っ
た
。

娘
が
、
人
間
の
世
界
で
は
三
月
の
節
供
に
は
お
じ
い
の
所
に
、
餅
を
つ
い
て
持
っ 

て
行
く
と
言
う
の
で
、
猿
も
餅
つ
き
の
準
備
を
始
め
た
。
石
臼
で
つ
き
終
っ
て
、
何 

に
包
ん
で
行
こ
う
か
、
木
の
皮
で
い
い
か
と
言
う
と
、
木
‘の
皮
で
包
め
ば
木
臭
く
て 

お
父
は
食
わ
ね
え
、
臼
ご
と
持
っ
て
行
け
ば
喜
ぶ
と
い
う
の
で
、
石
臼
の
ま
ま
か
つ



い
で
餅
を
持
っ
て
き
た
。

途
中
、
川
の
ほ
と
り
に
来
る
と
桜
の
花
が
き
れ
い
に
咲
い
て
い
る
の
で
、
お
父
は 

花
咲
き
だ
か
ら
、
あ
れ
を
持
っ
て
行
け
ば
喜
ぶ
と
い
う
と
、
猿
は
そ
れ
じ
ゃ
取
っ
て 

こ
よ
う
と
言
っ
て
、
臼
を
置
い
て
行
こ
う
と
す
る
と
、
石
臼
を
下
に
置
け
ば
餅
が
土 

臭
く
な
っ
て
お
父
は
食
わ
ね
え
、
石
臼
を
し
ょ
っ
た
ま
ま
行
っ
て
く
れ
と
言
う
の
で
、
 

石
臼
を
し
よ
っ
た
ま
ま
桜
の
木
に
登
っ
た
。
近
く
の
を
取
ろ
う
と
す
る
と
、
も
っ
と 

先
の
方
の
き
れ
い
な
の
を
と
っ
て
く
れ
と
言
う
の
で
、
先
へ
行
っ
て
、
枝
の
細
い
所 

の
を
取
ろ
う
と
し
て
、
石
臼
の
重
さ
の
為
に
、
枝
が
折
れ
て
猿
も
一
緒
に
川
へ
落
ち 

て
し
ま
っ
た
。

猿
川
に
流
る
る
身
を
ば
惜
し
ま
ね
ど

粟
で
定
め
た
娘
が
恋
し

と
言
っ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
。(

八r
井
•

石

津•

一
場
み
つ
氏)

鳥
呑
爺 

昔
、
お
じ
い
さ
ん
が
畑
で
鋤
を
う
な
っ
て
い
た
だ
と
。

一
休
み
し
て
い 

る
と
、
鋤
の
柄
に
チ
チ
ン
が
と
ま
っ
た
。

モ
チ
を
持
っ
て
た
ん
で
、
チ
チ
ン
に
モ
チ 

を
や
っ
た
だ
と
。
そ
し
た
ら
モ
チ
に
く
っ
つ
い
て
動
け
な
く
な
っ
た
。
鋤
の
柄
に
バ 

夕
、、ハ
タ
し
て
い
る
の
を
、
エ
ン
ガ
な
奴
だ
と
言
っ
て
つ
か
ま
え
て
ひ
ん
の
ん
だ
だ
と
。
 

そ
し
た
ら
、

へ
そ
か
ら
チ
チ
ン
の
足
が
出
た
だ
と
。
そ
れ
を
引
っ
張
る
と
、

チ
チ
ン
ピ
ヨ
ド.
リ 

ゴ
ヨ
ー
の
盃

チ
ョ
ッ
ト
持
っ
て
ご
ざ
れ
チ
チ
ロ
チ
ー
ン

と
鳴
い
た
だ
と
。

家
へ
帰
っ
て
ば
あ
さ
ん
に
言
う
と
、
「
江
戸
に
は
殿
様
ち
ゅ
う
も
ん
が
い
る
そ
う
だ 

か
ら
、
行
っ
て
見
た
が
い
い
」
と
言
わ
れ
て
、
お
昼
し
ょ
っ
て
江
戸
へ
い
っ
か
も
か 

か
っ
て
出
か
け
て
行
っ
た
だ
と
。

殿
様
の
屋
敷
の
近
く
で

「
ヘ
ッ
ピ
リ
じ
い
が
ま
あ
よ
っ
た
」
と
言
う
と

殿
様
に
呼
ば
れ
て
「
そ
の
方
は
へ
を
す
る
か
」

「
ど
ん
な
へ 

で
も
い
た
し
ま
す
」
て
言
う
と
、
「
こ
っ
ち
へ
来
て 

へ
を
し
て
み
ろ
」 

と
言
わ
れ
て
、
エ
ラ
ィ
部
屋
に
通
さ
れ
た
だ
と
。
モ
ー
セ
ン
の
上
に
布
団
を
し
い
て
、

そ
の
上
に
寝
て

チ
チ
ン
ピ
ョ
ド
リ
ゴ
ョ
ー
の
盃

チ
ョ
ッ
ト
持
っ
て
ご
ざ
れ
チ
チ
口
チ
ー
ン

と
し
た
だ
と
。
殿
様
が
感
心
し
て
、
今
一
つ
ひ
れ
と
言
う
の
で
、
又

チ
チ
ン
ピ
ョ
ド
リ
ゴ
ョ
ー
の
盃

チ
ョ
ッ
ト
持
っ
て
ご
ざ
れ
チ
チ
ロ
チ
ー
ン

と
し
た
だ
と
。

そ
の
方
は
奇
妙
な
へ
を
ひ
る
え
ら
い
も
の
だ
っ
て
殿
様
に
ほ
め
ら
れ
て
、
金
や
ら 

着
物
や
ら
た
ん
と
貰
っ
て
帰
っ
だ
だ
と
。
小
判
だ
の
だ
か
ら
重
た
く
て
、
や
っ
と
え 

ん
で
来
て
、
婆
さ
ん
と
喜
ん
で
い
た
だ
と
。

と
な
り
の
婆
さ
ん
が
ど
う
し
た
だ
と
聞
く
の
で
、
江
戸
の
殿
様
に
行
っ
て
、

へ
を 

ひ
っ
て
ほ
め
ら
れ
て
来
た
だ
〇
出
か
け
る
前
に
、
セ
ッ
チ
ン
ロ
に
あ
っ
た
あ
か
ざ
を
、
 

う
で
て
三
杯
、
あ
え
て
三
杯
、
生
の
三
杯
、
食
わ
せ
て
や
っ
た
ら
、

い
い
へ
が
出
た 

だ
、
と
言
っ
た
だ
と
。

と
な
り
の
婆
さ
ん
が
じ
い
さ
ん
に
む
り
に
あ
か
ざ
を
食
わ
せ
て
、

い
っ
か
も
か 

か
っ
て
江
戸
へ
行
っ
て

「
へ
っ
ぴ
り
じ
一
が
ま
一
ょ
っ
た
」
て
言
う
て
、
「
こ
の
間
の
者
か
、
こ
っ
ち
へ
呼 

ベ
」
と
殿
様
に
呼
ば
れ
て
、

エ
ラ
ィ
部
屋
に
通
さ
れ
た
だ
と
。

モ
ー
セ
ン
の
上
に
布 

団
を
敷
い
て
、
そ
の
上
で
へ
を
ひ
る
ベ
え
と
思
っ
た
ら
、
あ
か
ざ
ぐ
そ
を
た
れ
た
だ 

と
〇殿

様
に
怒
ら
れ
て
、
な
ぐ
ら
れ
て
血
を
流
し
て
帰
っ
て
来
た
だ
と
。
痛
い
も
ん
だ 

か
ら
静
か
に
帰
っ
て
来
た
だ
と
。
婆
さ
ん
は
ほ
う
び
が
重
た
く
て
静
か
に
帰
っ
て
来 

た
と
思
っ
た
ら
、
あ
か
ざ
ぐ
そ
を
た
れ
て
ど
つ
か
れ
て
、
血
を
流
し
て
た
だ
と
。

こ 

ん
な
話
だ
あ
ね
。(

八

-7
井•

石

津•

一
場
み
つ
氏)

カ
シ
ャ 

ョ
タ
ッ
寺
で
ト
ラ
猫
を
飼
っ
て
い
た
。
住
職
が
い
な
く
な
る
と
、
猫
が 

住
職
の
衣
を
着
た
り
し
て
小
僧
を
お
ど
か
し
て
い
た
。

住
職
が
そ
れ
を
聞
い
て
、
ト
ラ
猫
に
今
ま
で
可
愛
が
っ
て
い
た
の
に
、
そ
ん
な
こ 

と
を
す
る
ん
じ
ゃ
、
寺
に
お
い
て
お
け
な
い
。

ヒ
マ
を
く
れ
る
と
言
う
と
猫
が
、
今



ま
で
お
世
話
に
な
っ
た
恩
返
し
を
し
ま
し
ょ
う
。
隣
村
の
大
尽
の
婆
さ
ん
が
も
う
じ 

き
死
ぬ
か
ら
、
そ
の
時
俺
が
ヵ
シ
ャ
に
な
っ
て
仏
を
と
る
か
ら
、
乞
食
坊
主
の
格
好 

を
し
て
、
棺
に
仏
は
い
な
い
と
言
え
と
言
っ
て
、
出
て
行
っ
た
。

し
ば
ら
く
す
る
と
大
尽
の
婆
さ
ん
が
死
ん
で
、

エ
ラ
ィ
寺
の
坊
主
が
沢
山
来
て
お 

が
ん
で
い
た
。
乞
食
坊
主
の
な
り
を
し
て
、

こ
の
棺
に
仏
は
い
な
い
と
言
う
と
、
乞 

食
坊
主
が
何
を
言
う
か
と
言
っ
て
、
そ
れ
で
も
棺
を
あ
け
て
見
る
と
い
な
い
の
で
、
 

ビ
ッ
ク
リ
し
て
、

い
な
い
の
が
分
る
位
だ
か
ら
、
仏
を
出
せ
る
だ
ろ
う
、
出
せ
出
せ 

と
言
っ•

て
い
る
所
へ
、
上
の
方
か
ら
ト
ラ
猫
が
ド
サ
ッ
と
仏
を
落
し
た
。

エ
ラ
ィ
坊 

主
だ
と
言
う
の
で
、
す
ぐ
お
寺
を
建
て
な
お
し
て
く
れ
た
り
、
立
派
な
寺
に
し
て
も 

ら
っ
た
。

今
で
も
葬
式
に
坊
さ
ん
が
次
の
よ
う
に
唱
え
て
い
る
。

ナ
ム
カ
ラ
タ
ン
ノ
ウ
、

ト
ラ
ヤ
ー
ヤ
ー
ヤ
ー

ナ
ム
カ
ラ
タ
ン
ノ
ウ
、

ト
ラ
ヤ
ー
ヤ
ー
ヤ
ー

ト
ラ
猫
に
頼
ん
で
い
る
の
だ
と
い
う
。(

今
井•

石

津•

一
場
み
つ
氏)

カ
シ
ャ
に
さ
ら
わ
れ
た
話 

ふ
ぶ
き
の
日
に
、
龍
と
も

as
と
も
つ
か
な
い
ヵ
シ
ャ 

に
さ
ら
わ
れ
た
人
が
い
た
。
そ
の
人
の
先
祖
が
金
持
の
馬
喰
を
殺
し
て
金
を
う
ば
っ 

て
逃
げ
た
そ
の
た
た
り
だ
と
う
わ
さ
に
な
っ
た
。(

門
貝)

娘
捨
山 

年
寄
り
を
、
山
へ
お
ぶ
っ
て
い
っ
た
が
、
親
だ
か
ら
う
っ
ち
ゃ
れ
ね
え 

で
、
む
ろ
へ
入
れ
と
い
た
。
お
か
み
か
ら
、

へ
一
な
わ(

灰
繩)

を
作
れ
っ
て
。
年 

寄
り
に
聞
い
た
ら
、
藁
を
塩
水
で
し
め
し
て
、
し
っ
か
り
作
っ
て
か
ら
燃
せ
っ
て
い 

わ
れ
た
。

い
わ
れ
た
と
お
り
に
作
っ
て
出
し
た
ら
、
ど
う
し
て
作
っ
た
っ
て
。
親
を 

ぶ
っ
ち
ゃ
れ
ね
え
か
ら
、
親
に
教
っ
て
作
っ
た
。
そ
れ
か
ら
ぶ
っ
ち
ゃ
ら
ね
え
。
信 

州
に
姨
捨
山
が
あ
る
ね
。(

三
原)

鳩
と
豆 

中
之
条
の
四
万
へ
行
く
途
中
の
山
田
に
、
折
田
と
い
う
川
が
あ
る
。
川 

向
う
か
ら
、
し
ょ
う
ベ
え
さ
ん
、
な
に
し
て
る
っ
て
い
っ
た
ら
、
黙
っ
て
、

つ
う
っ 

と
二
里
も
先
の
橋
を
廻
っ
て
来
て
、
そ
の
人
の
と
こ
ろ
へ
来
て
、
豆
蒔
き
だ
っ
て
い
っ 

た
。
鳩
が
豆
食
う
か
ら
。

そ
の
人
が
、
嫁
貰
っ
た
。
そ
う
い
う
い
ん
ご
う
な
人
だ
か
ら
、
困
る
と
思
っ
て
、

お
や
じ
さ
ん
が
、
娘
を
大
事
に
し
て
く
れ
と
い
っ
た
っ
て
。
そ
し
た
ら
、
正
月
い
く 

の
に
、
お
ぶ
っ
て
い
っ
た
。

い
や
だ
っ
て
い
う
の
に
、
子
ど
も
お
ぶ
う
よ
う
に
、
お 

ぶ
っ
て
い
っ
た
.0
お
や
じ
さ
ん
大
事
に
し
て
る
、

こ
れ
ほ
ど
大
事
に
し
よ
う
が
ね
え 

じ
ゃ
ね
え
か
っ
て
い
っ
た
。(

三
原)

く
る
み
と
ぬ
る
で 

大
前
に
、

い
ん
ご
う
な
男
が
い
た
。

ぬ
る
で
と
く
る
み
が
、
 

よ
く
似
て
い
る
の
で
、

こ
れ
は
く
る
み
だ
、
い
や
ぬ
る
で
だ
と
、

い
い
あ
っ
た
。
秋 

に
な
っ
た
ら
、
く
る
み
が
二
つ
三
つ
、
な
っ
た
。
く
る
み
が
な
っ
た
じ
ゃ
な
い
か
っ 

て
い
う
と
、
く
る
み
が
二
つ
三
つ
な
っ
た
っ
て
、
ぬ
る
で
は
ぬ
る
で
だ
と
い
っ
た
。
 

(

三
原)

温
泉 

温
泉
て
の
は
、
火
山
が
塞
が
っ
て
し
ま
え
ば
で
き
る
。
白
根
が
そ
う
だ
し
、
 

浅
間
は
、
ま
だ
盛
ん
に
噴
い
て
る
か
ら
ま
だ
温
泉
が
出
ね
え
っ
て
、
話
し
た
ら
、
そ 

ん
な
ば
か
な
こ
と
が
、
あ
る
も
ん
か
。
そ
れ
じ
ゃ
塞
い
で
み
ろ
と
い
っ
た
。(

三
原)

世

直
し
明
治
の
初
め
に
、
世
直
し
が
や
っ
て
来
た
。
各
部
落
に
立
寄
っ
て
お
ど 

し
て
お
供
を
さ
せ
、
ぼ
ん
で
ん
を
か
つ
が
せ
て
上
っ
て
来
た
。
首
謀
者
は
二
三
人
で 

あ
っ
た
。

三
原
、
西
窪
を
通
っ
て
袋
倉
に
来
た
。
大
笹
の
関
所
は
む
ず
か
し
い
と
考 

え
て
い
た
ら
し
い
。
村
人
に
追
わ
れ
て
遂
に
山
崎
氏
の
薪
小
屋
で
一
人
が
つ
か
ま
っ 

た̂

長
野
原
で
十
手
を
持
っ
た
者
が
来
て
、
村
の
大
下
川
原
に
連
れ
て
行
き
、
橋
の 

上
か
ら
川
の
上
に
首
を
出
し
て
お
い
て
、
右
手
で
は
け
が
れ
る
と
い
い
、
左
手
で
首 

を
切
り
落
し
た
。
も
う
一
人
は
、
半
出
来
の
あ
る
家
に
入
っ
た
。
機
織
り
を
し
て
い 

た
お
ば
あ
さ
ん
に
金
を
出
し
て
ぜ
ひ
か
く
し
て
く
れ
と
頼
ん
だ
が
聞
き
入
れ
ら
れ
ず 

逃
げ
出
し
て
つ
か
ま
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。(

袋
倉)

お
し
こ
み 

明
治
の
初
め
に
山
崎
氏
の
家
に
押
し
込
み
が
入
っ
た
。
昼
間
、
沸
し 

湯
場
で
こ
も
包
み
に
刀
を
入
れ
て
一
日
待
っ
て
夕
方
首
を
手
拭
で
結
び
ヶ
ッ
ト
ゥ
に 

無
数
の
ト
グ
ス
リ
を
差
し
て
お
ど
し
に
来
た
。
子
ど
も
に
危
害
が
あ
っ
て
は
困
る
の 

で
、
機
転
を
働
せ
、
山
崎
氏
の
お
ば
あ
さ
ん
が
「
夕
方
だ
か
ら
腹
が
す
い
た
ろ
う
」 

と
い
い
火
箸
で
ほ
ど
に
焼
い
て
お
い
た
焼
も
ち
を
差
し
て
、
す
ば
や
く
突
出
し
た
と 

こ
ろ
驚
い
て
後
に
さ
が
っ
た
。
ど
こ
か
ら
来
た
か
と
問
い
か
け
る
と
「
お
れ
は
草
津 

の
義
一
だ
」
と
い
っ
た
。
そ
こ
で
「
今
日
は
米
を
仕
入
れ
た
の
で
金
な
ど
な
い
か
ら
、



さ
い
ふ
ご
と
持
っ
て
行
け
」
と
投
げ
出
し
て
与
え
て
追
い
返
し
た
。

次
の
日
、
小
雨
の
酒
屋
に
米
を
届
け
、
そ
こ
で
昨
夜
の
話
を
す
る
と
、
居
合
せ
た
、
 

畳
屋
の
顔
が
変
わ
り
、
兄
の
名
前
が
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
驚
き
：

g

っ
て
つ
か
ま
え 

て
突
出
し
た
と
い
う
話
し
が
あ
っ
た
。(

袋
倉)

嫁
騒
動
富
岡
の
製
糸
工
場
が
出
来
た
と
き
、
女
工
集
め
に
来
る
と
い
う
話
し
が 

広
ま
り
、
連
れ
ら
れ
て
行
っ
た
娘
は
外
人
に
血
を
吸
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
嫁
に 

な
ら
な
い
も
の
は
連
れ
て
行
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
嫁
に
く
れ
た
と
か
、
嫁
を
も 

ら
っ
た
と
い
う
話
し
が
多
く
な
っ
て
来
て
、
仲
人
は
、
一
日
に
三
組
も
世
話
を
し
た
。
 

そ
の
時
結
ば
れ
た
人
が
多
か
っ
た
。

一
場
健
一
さ
ん
の
祖
父
母
の
方
も
そ
の
時
だ
と 

聞
い
て
い
る
。(

袋
倉)

裸 

昔
は
、
片
肌
脱
げ
ば
五
十
銭
取
ら
れ
た
。

い
ま
い
ま
し
い
か
ら
、
両
方
脱
い 

じ
ゃ
え
っ
て
い
っ
た
。
今
の
も
の
は
、
け
つ
ま
で
出
し
て
る
。(

芦
生⑴
)

汽
車 

吾
妻
ま
で
、
弁
当
し
ょ
っ
て
、
汽
車
見
に
い
っ
た
。

ト
ロ
見
た
ら
、
汽
車 

だ
、
汽
車
だ
っ
て
い
っ
て
喜
ん
だ
。•

そ
し
て
汽
車
の
け
む
の
出
た
の
が
来
た
ら
、
丸 

く
な
っ
て
、
飛
ん
で
っ
た
。
八-
考
え
た
ら
、
お
か
し
な
話
だ
。(

芦
生
田)

電

気.

電
話
電
気
っ
て
も
の
が
あ
る
だ
っ
ち
ゅ
う
が
、
ど
ん
な
も
ん
だ
が
な
。
 

う
ち
ん
中
で
、
し
ゃ
べ
る
の
が
聞
け
る
よ
う
に
な
る
っ
て
、
な
ん
だ
ん
ベ
な
っ
て
っ 

た
ら
、
そ
れ
が
電
話
だ
っ
た
。

飛
行
機 

今
に
人
間
に
、
羽
が
生
え
て
飛
ん
で
来
る
ぞ
っ
て
い
っ
た
。(

芦
生
田) 

ナ
マ
団
子 

信
州
と
の
交
通
の
多
か
っ
た
頃
、
毛
無
峠
を
越
え
て
年
神
様
を
持
っ 

て
く
る
じ
い
さ
ん
が
い
た
。
あ
る
と
き
、
金
を
と
ろ
う
と
し
て
じ
い
さ
ん
を
殺
し
た 

ら
、
金
が
ハ
サ
ミ
や
包
丁
に
変
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
殺
し
た
人
の
子
孫
が
団
子
を
煮
よ
う
と
し
て
も
決
し
て
煮
え
な
か
っ
た
と
い 

う
〇 
(

門
貝)

三
、
怪 

異

人
だ
ま 

人
だ
ま
は
、
青
い
よ
う
な
赤
っ
ペ
え
よ
う
な
色
で
、
上
っ
た
り
下
り
た

り
、

い
そ
が
な
い
で
、

ふ
わ
ふ
わ
す
る
。
そ
れ
に
比
べ
て
、
山
鳥
は
早
い
。
尾
を
引 

い
て
光
る
。

う
ち
の
孫
が
、
死
ぬ
前
晩
、
栗
の
木
か
ら
出
て
、
神
社
の
栗
の
木
の
方
に
消
え
た
。

(

芦
生
旧)

光
り
玉 

光
り
玉
が
、
外
に
見
え
る
の
を
、
写
真
を
と
る
時
の
反
射
だ
な
ん
て
思
っ 

て
い
た
が
、
写
真
と
っ
た
っ
て
反
射
し
な
い
。
そ
の
う
ち
、
光
り
玉
が
お
勝
手
の
障 

子
に
、
で
一
ん
と
音
が
し
て
ぶ
っ
つ
い
て
消
え
た
。
そ
れ
か
ら
眠
っ
た
ら
、
夫
が
死 

ん
だ
と
い
う
電
報
が
来
た
。(

芦
生
|||)

し
ら
せ 

寝
て
い
た
ら
、
死
ん
で
幾
年
も
経
っ
て
っ
か
ら
、
わ
た
し
の
知
っ
て
る 

近
所
の
人
が
二
人
、
死
ん
で
た
。
昔
だ
か
ら
、
縞
の
着
物
に
、
ち
ゃ
ん
と
大
き
な
あ 

ぐ
ら
を
か
い
て
、
そ
の
時
に
兵
隊
で
死
ん
だ
子
が
、
う
ち
に
い
る
時
の
学
生
帽
を
か 

ぶ
っ
て
、
す
ぐ
わ
し
の
寝
て
い
る
ま
ま
の
柱
に
登
っ
て
、
顔
は
見
ら
れ
ね
え
が
、
あ 

れ
が
出
て
い
っ
た
時
の
格
好
じ
ゃ
ね
え
か
ね
。
昼
問
だ
っ
た
ね
。
具
合
が
悪
く
て
寝 

て
い
た
が
、
今
日
は
、
仏
が
三
人
、
わ
し
が
と
こ
へ
来
た
と
い
っ
た
が
、
ひ
と
は
、
 

ほ
ん
に
し
な
か
っ
た
。
死
に
ぎ
わ
に
よ
く
見
る
と
い
う
が
、
ち
ょ
っ
と
具
合
が
悪
い 

時
だ
っ
た
。

ペ
リ
ュ
ー
島
で
死
に
や
し
た
。

二
十
七
年
に
な
る
。(

三
原)

生
れ
か
ゎ
り 

足
の
下
に
字
を
書
い
て
お
い
た
ら
犬
に
生
れ
か
わ
っ
た
。

〇

昭
和
の
は
じ
め
、
袋
倉
の
人
が
、
芦
生
田
で
鉄
砲
に
撃
た
れ
た
。
消
防
の
団
長
し 

て
い
た
も
の
で
、
出
初
め
式
の
朝
だ
っ
た
。
あ
ん
ま
り
か
わ
い
そ
う
だ
っ
て
、
し
る 

し
を
つ
け
て
や
っ
た
ら
、
撃
た
れ
た
人
の
妹
の
子
に
、
横
浜
で
生
れ
か
わ
っ
た
。

い 

け
た
と
こ
の
砂
を
持
っ
て
い
っ
て
、
洗
う
と
落
ち
た
。

〇

大
正
十
三
年
、
芦
生
田
に
消
防
団
が
で
き
て
、
山
崎
武
之
助
が
団
長
し
て
い
た
。
 

今
井
に
火
事
が
あ
っ
て
、
そ
の
後
始
末
を
、
年
取
り
の
晩
だ
か
ら
あ
と
に
し
よ
う
と 

い
う
こ
と
か
ら
口
論
に
な
っ
て
、
元
日
の
朝
、
小
頭
に
鉄
砲
で
ぶ
た
れ
た
。
小
頭
は
、
 

酒
が
好
き
だ
っ
た
。
人
を
ぶ
っ
て
来
て
、
暫
く
会
え
な
い
が
っ
て
、
駐
在
所
へ
行
っ 

た
。(

三
原)



鎌
原
で
な
く
な
っ
た
人
が
、
原
町
で
生
ま
れ
か
わ
っ
た
。
紙
の
お
ひ
ね
り
の
ょ
う 

に
し
て
、
お
墓
の
土
を
貰
っ
た
て
い
っ
た
ら
、
き
れ
い
に
落
ち
た
。(

芦
生
田)

狐
子
供
を
育
て
て
い
る
狐
に
は
赤
飯
を
ふ
か
し
て
油
揚
げ
を
そ
え
て
そ
の
穴
の 

と
こ
ろ
ま
で
持
っ
て
い
っ
て
や
っ
た
。
狐
は
穴
の
と
こ
ろ
で
必
ず
待
っ
て
い
て
迎
え 

た
と
い
う
。
帰
り
に
は
必
ず
提
燈
を
つ
け
て
送
っ
て
来
た
と
も
い
う
。(

大
笹) 

き
つ
ね.

む
じ
な 

き
つ
ね
は
、
好
き
な
も
の
を
取
る
だ
け
だ
が
、
む
じ
な
は
、
 

岩
か
ら
落
し
た
り
す
る
か
ら
危
、
〇

ト
ハ
ナ 

チ
ガ
ヤ

き
つ
ね
に 

戸
花
の
班
女
、
千
茅
の
義
経
と
い
う
の
が
い
た
。(

三
原)

キ
ツ
ネ 

い
い
女
に
な
っ
て
人
を
だ
ま
す
。

ヨ
シ
ガ
沢
に
オ
ハ
ン
と
い
う
キ
ツ
ネ 

が
い
て
、
魚
な
ど
を
も
っ
て
通
る
と
石
こ
ろ
に
な
っ
て
足
に
ま
つ
わ
り
つ
く
と
い
う
。
 

(

門
貝)

ナ

ギ(

地

名•

六
里
が
原
の
中
に
あ
る)

の
義
経
と
ト
ハ
ナ(

地

名.

門
貝
の
中 

に
あ
る)

の
オ
ハ
ン
と
が
夫
婦
狐
で
、
三

ゲ

川(

吾
妻
川)

を
ま
た
い
で
行
っ
た
り 

来
た
り
し
た
。
人
を
バ
カ
し
た
り
し
た
。(

今
井)

キ
ツ
ネ
の
名
前
は
戸
花
の
オ
ハ
ン
ジ
ョ
、
チ
ガ
ヤ
の
ヨ
シ
ツ
ネ
、

ユ
ク
ボ
の
オ
ユ 

ミ
。(

門
貝)

キ
ツ
ネ
火 

戸
花
に
キ
ツ
ネ
火
が
と
も
っ
た
。
遠
く
に
見
え
る
と
き
は
、
キ
ツ
ネ 

が
足
も
と
に
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
、
鎌
で
足
も
と
を
は
ら
っ
た
ら
、

カ
サ
ッ 

と
音
が
し
て
逃
げ
て
行
っ
た
。
同
時
に
戸
花
の
火
も
消
え
た
。(

門
貝)

キ
ツ
ネ
の
嫁
通
り
日
が
あ
た
っ
た
り
、
雨
が
降
っ
た
り
天
気
が
チ
ャ
カ
チ
ャ
カ 

変
る
の
を
、
キ
ツ
ネ
の
嫁
通
り
と
い
う
。(

門
貝)

キ
ツ
ネ
に
ば
か
さ
れ
た
話 

干
俣
か
ら
魚
を
買
っ
て
帰
る
途
中
、
中
平
の
あ
た
り 

で
石
が
足
に
ま
つ
わ
り
つ
い
て
マ
マ
ネ(

土
手
ぎ
わ)

に
押
し
つ
け
ら
れ
て
歩
け
な 

く
な
っ
た
。
そ
の
と
き
ガ
サ
ガ
サ
と
い
う
音
が
し
て
魚
を
と
ら
れ
た
。
そ
の
あ
と
は 

石
が
じ
ゃ
ま
を
し
な
く
な
っ
た
。(

門
貝)

狐
に
ば
か
に
さ
れ
る
の
は
中
位
の
人
だ
け
。
バ
カ
か
リ
コ
ゥ
は
だ
ま
さ
な
い
。
 

夜
、
今
井
か
ら
提
灯
を
つ
け
て
や
っ
て
来
た
。
灯
り
が
、チ
リ
、チ
リ
と
細
く
な
っ
た 

の
で
、
狐
が
出
た
と
わ
か
り
「
い
る
な
ら
出
て
来
や
が
れ
」

と
杖
に
し
て
い
た
奉
を

お
っ
ぷ
っ
た
。
狐
の
胴
中
に
あ
た
っ
た
ら
し
く
、
道
下
に
お
っ
こ
っ
た
。

そ
れ
か
ら 

出
な
く
な
っ
た
。

狐
は
足
元
に
い
て
、
遠
く
の
方
に
色
々
の
も
の
を
出
し
て
だ
ま
す
。
火
を
燃
し
た 

り 

踊
り
を
し
た
り
し
て
だ
ま
す
。
石
を
拾
っ
て
ほ
う
り
な
げ
た
り
し
て
い
る
う
ち 

に
、
手
拭
を
ひ
っ
ち
ゃ
ぶ
か
れ
た
り
、

こ
づ
か
れ
た
り
し
た
。

四

・
五
年
前
の
こ
と
。
仙
の
入
の
人
が
才
—
ト
バ
ィ
に
乗
っ
て
崖
か
ら
落
ち
て
死 

ん
だ
。

ア
ブ
ラ
ゲ
や
チ
ク
ヮ
を
バ
ィ
ク
に
つ
け
て
い
た
が
、
そ
れ
を
か
じ
っ
た
跡
が 

あ
っ
た
。
狐
に
だ
ま
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

今
で
も
狐
は
い
く
ら
で
も
い
る
。
鶏
を
飼
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
が
ね
ら
わ
れ
る
。 

ウ
ド
を
採
り
に
行
っ
た
ら
狐
の
巣
が
沢
山
あ
っ
た
。
石
津
鉱
山
へ
行
く
途
中
の
採
草 

地
で
あ
る
。(

今
井)

サ
サ
ム
ジ
ナ 

も
ろ
こ
し
を
か
い
て
し
ま
う
。
も
ろ
こ
し
を
上
の
录
こ
る
と
熊 

に
や
ら
れ
、
里
に
つ
く
る
と
サ
サ
ム
ジ
ナ
に
や
ら
れ
る
。(

門
貝)

熊
(

ッ
キ
ノ
ヮ
熊)

山
奥
が
開
発
さ
れ
て
追
わ
れ
て
出
て
く
る
の
か
、
戦
後
よ 

け
い
出
る
よ
う
に
な
っ
た
。

キ
ッ
ネ
や
サ
ル
は
、

つ
い
最
近
ま
で
み
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

サ
サ
ム
ジ
ナ
や
月
の 

輪
熊
は
、
今
で
も
さ
と
に
出
て
モ
ロ
コ
シ
な
ど
を
荒
ら
す
こ
と
が
あ
る
。(1
貝) 

鹿
の
ロ
ウ 

関
所
の
近
く
に
「
鹿
の
ロ
ウ
」

と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
両
側
が
断 

崖
絶
壁
で
あ
る
。
山
犬
が
鹿
を
追
っ
て
来
る
。
逃
げ
よ
う
が
な
い
の
で
、

こ
の
絶
壁 

か
ら
鹿
が
落
ち
て
死
ん
だ
。
某
氏
の
畑
か
ら
は
、
今
で
も
鹿
の
角
や
骨
が
出
る
と
い 

う
〇 
(

大
笹)

山
犬 

昔
は
た
く
さ
ん
い
た
と
い
う
。
黒
岩
さ
ん
の
お
父
さ
ん
が
明
治
二
十
年
代 

に
捕
っ
た
の
が
最
後
だ
っ
た
と
い
う
。
昔
は
牛
馬
が
死
ぬ
と
オ
ト
ウ
ノ
シ
タ(

藤
の 

下)

へ
捨
て
た
。
す
る
と
山
犬
が
来
て
そ
れ
を
食
っ
た
。
村
人
は
岩
の
上
か
ら
そ
れ 

を
見
て
い
た
と
い
う
。(

大
笹)

鳴
尾
の
カ
ラ
ス 

鳴
尾
の
カ
ラ
ス
は
二
羽
以
上
ふ
え
な
い
〇 
(

門
貝)

カ
ラ
ス
の
鳴
き
わ
か
れ 

九
月
、

コ
ガ
ラ
山
に
子
を
一
羽
と
ら
れ
る
の
で
、
せ
つ 

な
く
て
鳴
く
。(

門
貝)



カ
ッ
パ 

鳴
尾
の
キ
ッ
カ
ケ
橋(

川
の
ふ
ち
の
木
を
倒
し
て
橋
に
し
た)

に
カ
ッ 

パ
な
ど
の
お
化
け
が
出
た
。

大
笹
か
ら
万
座
へ
郵
便
を
持
っ
て
行
っ
た
時
、
キ
ッ
カ
ケ
橋
の
辺
り
で
向
う
に
人 

が
い
る
の
で
早
く
追
い
つ
こ
う
と
思
っ
て
急
ぐ
が
、
仲
々
お
っ
つ
か
な
い
。

い
っ
の 

間
に
か
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
何
か
バ
カ
に
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

白
根
か
ら
ィ
ヨ
ウ(

硫
黄)

付
け
馬
が
来
て
、
キ
ッ
カ
ケ
橋
に
さ
し
か
か
っ
た
。
 

馬
方
が 

馬
が
か
し
げ
て
い
な
い
の
に
「
オ
ラ
が
馬
が
か
し
げ
る
」

と
言
っ
て
、
馬 

の
所
へ
行
っ
て
荷
物
に
手
を
か
け
て
直
そ
う
と
し
た
。
ど
う
し
た
は
ず
み
か
手
を
放 

し
て
し
ま
い
、
そ
の
ま
ま
川
に
落
ち
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
。

干
俣
の
家
へ
死
体
を
運
ん
で
、
墓
地
に
埋
け
た
ら
死
体
が
キ
ッ
カ
ケ
橋
ま
で
行
っ 

て
い
る
。
川
か
ら
あ
げ
て
又
、
干
俣
へ
埋
け
る
と
、
又
、
キ
ッ
カ
ケ
橋
に
行
っ
て
い 

る
。3
回
、
持
っ
て
来
た
と
い
う
。

ケ
ッ
を
抜
か
れ
て
い
た
の
で
、
カ
ッ
パ
の
仕
業
だ
ろ
う
。

カ
ッ
パ
に
ケ
ッ
を
抜
か 

れ
る
と
、
川
に
入
れ
て
も
浮
い
て
し
ま
う
。(

今
井)

ア
ズ
キ
ゴ
シ
ゴ
シ 

ド
ン
ド
ン
沢
か
ら
ア
ズ
キ
ゴ
シ
ゴ
シ
と
い
う
妖
怪
が
出
る
と 

い
わ
れ
た
。(

大
前)

四
、
命 

名

人

名

け
さ 

へ
そ
の
緒
を
、
頸
に
け
さ
が
け
に
し
て
生
れ
た
も
の
は
、
け
さ
っ
て
つ
け 

な
い
と
い
け
な
い
。

男

熊

川

袈

娑

行 

昭
一
八•

四
• 

|

五
生

大
塚
今
朝
造 

大

一
五•

一. 

二

山
崎
今
朝
幸 

昭
四
二•

九
.

二
六

丸
山
袈
裟
雄 

昭

四
•

三•

二
八

山
本
今
朝
雄 

昭
三
二•

七
.

八

萩
原
今
朝
由 

大

四
•

九
•

二
〇

女

相

馬

け

さ

江 

昭
一
七.

九
.

二
〇

唐
沢
ケ
サ
ノ 

大

七
•

八
•

一
七

下
谷
け
さ
代 

昭
二
六•

二.

六

下
谷
け
さ
じ 

明
三
九•

五•

二
〇

井
上
け
さ
み 

大

三
•

五.

二

桜
井
け
さ
い

桜
井
け
さ
じ 

(

芦
生
田)

首
に
ケ
サ
を
つ
け
て
生
ま
れ
た
子
供
に
ケ
サ
と
い
う
字
を
つ
け
る
。

女
名
に
、
は
る
じ
、
け
さ
じ
、
あ
さ
じ
、

は
つ
じ
、
う
め
じ
な
ど
「
じI

の
つ
く 

名
前
が
多
い
。(

門
貝)

女
の
名
前 

大
沢
け
さ
じ 

滝
沢
は
る
じ 

滝
沢
と
み
を 

滝
沢
モ
ト
ヒ 

滝 

み

の

る

黒

岩

ア

サ

ジ

黒

岩

タ

ヵ

ジ

黒

岩

か

め

じ

黒

岩

ち

よ

じ

黒®

丈
つ 

じ 

黒
岩
う
め
じ 

滝
沢
き
よ
じ 

滝
沢
な
す 

黒
岩
お
せ
き 

黒
岩
娑
丸
。(

『 

貝)
な
か
じ 

始
め
六
人
生
ん
だ
ら
、
あ
と
六
人
生
む
か
ら
と
い
っ
て
、
な
か
じ
と
つ 

け
た
が
、
そ
ん
な
に
は
生
ま
な
か
っ
た
。

く

り•

も
も 

昔
の
人
は
考
え
が
悪
い
か
ら
、
そ
こ
ら
に
あ
る
も
の
を
つ
け
る
。

(

三
原)

末
子
の
名 

と
め
じ
と
つ
け
た
が
、
ま
だ
で
き
た
の
で
、
す
み
へ
い•

と
み
と
つ 

け
、
最
後
に
う
し
わ
か
と
つ
け
て
、
と
ま
っ
た
。(

芦
生
田)

丈

夫

の

名

熊

一

と

か

、
寅
雄
と
か
、

つ
け
る
と
丈
夫
に
育
つ
。

子
ど
も
が
死
ん
で
し
ょ
う
が
ね
え
か
ら
、
鍋
の
下
か
ら
と
り
あ
げ
て
、
な
べ
と
つ 

け
た
。(

三
原)

石
ぞ
う 

女
と
男
と
幾
た
り
か
な
く
な
っ
た
の
で
、
石
ぞ
う
と
つ
け
た
ら
、
丈*
 

に
育
っ
た
。(

芦
生
田)

短
命
の
名 

夏
代
と
つ
け
た
ら
、
夏
の
夜
は
短
い
ぞ
、
寿
命
が
短
い
と
い
わ
れ
た
。
 

(

芦
生
田)

体
が
弱
い
と
か
、
夜
泣
き
が
治
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
と
き
、
名
前
を
か
え
る
こ



と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
実

五

郎

三

四

郎

、
寅

雄

七

五

三

雄

、
竹
一
郎
丄
伸
雄
な 

ど
。

こ
の
よ
う
な
と
き
普
段
は
俗
名
で
呼
び
合
う
。(

田
代)

同
姓
同
名
の
区
別 

黒
岩
福
次 

山
の
上
の
福
次
、

ノ
ン
ベ
福
次

黒

岩

マ

サ

ジ

大

マ

サ

、
小
マ
サ

滝
沢
ツ
ネ
オ 

鳴
尾
の
ツ
ネ.
才
、
戸
花
の
ツ
ネ
オ(

門
貝)

あ
だ
な
ほ
ら
を
吹
く
の
で
、
天
狗
松
。

二
万
や
三
万
な
ら
、
お
れ
が
出
す
と
、
 

ま
と
も
な
こ
と
を
い
わ
な
い
の
で
、

モ
ー
ゾ
ー
徳
さ
ん
。(

三
原)

地

名

城

平
(

じ
ょ
う
び
ら)

、
柿
の
木
平
、
西
の
平
、
東
、
し
も
か
た
な
ど
が
あ
る
が
、
 

城
平
は
十
二
様
の
木
の
切
る
音
が
夜
に
な
る
と
聞
え
て
い
た
が
出
雲
大
社
を
祭
っ
て 

か
ら
聞
え
な
く
な
っ
た
。(

袋
倉)

藤
塚 

テ
シ
ロ
ウ
塚 

タ
ノ
カ
、、、
シ
(

田
之
神
祠
？)

、
上
前
原
、
西
村
、
シ
バ
ラ
、
 

忠
四
郎
、
松
橋
、

ア
マ
ッ
ミ
、
ゴ
ー
ジ
ガ
サ
ヮ(

郷
尻
沢)

。(

今
井)

デ 

エ
ジ
ャ
ッ
ク
ボ
、
オ
セ
ド
の
ク
ボ
、

コ
ヤ
シ
キ
、
ド
ウ
ノ 

メ

エ(

西
窪) 

坂
の
名 

ホ
ト
ケ
坂
、
梵
字
を
彫
っ
た
碑
が
建
っ
て
い
る
。

ハ
チ
マ
ン
ザ
カ
、

力 

キ
ン
ザ
カ(

三
原)

門
貝
の
沢 

カ
ブ
ッ
チ
ョ
沢
、

エ
ダ
沢
、
カ
ジ
カ
沢
、

ナ
シ
沢
、(

門
貝) 

ヤ
ン
ブ
シ
ガ
マ 

鉱
山
の
下
の
万
座
川
の
溪
流
に
あ
る
。(

門
貝)

西
窪
城 

城
跡
に
一
の
池
、

二
の
池
、
三
の
池
が
残
っ
て
い
る
〇
三
の
池
は
四
十 

三
年
の
大
水
で
流
れ
て
し
ま
っ
た
。(

西
窪)

五
、
諺

道
も
ち
ょ
ち
ん
も
な
い
…
…
何
に
が
何
ん
だ
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
。
又
は
全
然
道 

が
わ
か
ら
な
い
こ
と
。

今
井
に
嫁
に
や
る
な
…
…
今
井
は
働
き
ず
き
で
苦
労
が
多
い
の
で
嫁
に
く
れ
る
な 

と
い
う
こ
と
。(

今
井)

嫁
婿
は
、
小
便
い
っ
ち
ょ
う
で
も
、
し
も
が
い
い
。

川
上
へ
は
な
か
な
か
貰
え
な
い
。
嫁
婿
に
は
、
な
か
な:
か
来
手
が
な
い
の
で
、
村 

同
志
で
結
婚
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。(

三
原)

お

お

あ

り(

尾
張)

名
古
屋
の
コ
ン
コ
ン
チ
キ
ー
あ
た
り
ま
え
、
当
然
の
こ
と
、
 

な
ど
の
意
味
で
使
う
。(

西
窪)

人
を
い
の
ら
ば
穴
二
つ
。

こ
ご
み
女
に
そ
り
男
。(

門
貝)

オ
ダ
テ
モ
ッ
コ
に
は
乗
り
手
が
な
い
。

そ
れ
で
も
誰
か
が
乗
り
た
が
る

正
月
は
三
月
の
食
い
だ
お
れ(

三
月
だ
お
れ
と
も
い
う)
(

西
窪)

ア
ク
ダ
ラ
の
木
登
り
つ
ら
い
こ
と
の
譬
え
、
ア
ク
ダ
ラ
は
と
げ
が
多
い
。
 

か
ら
っ
茶
飲
む
の
は
、
ば
ら
し
よ
っ
て
、
木
登
り
す
る
よ
り
つ
ら
い
。(

三
原) 

親
の
意
見
と
ナ
ス
ビ
の
花
は
、
千
に
一
つ
の
ム
ダ
も
な
い
。

ナ
ス
は
花
が
咲
い
た
だ
け
実
が
な
り
、
む
だ
花
が
な
い
。

歯 

コ
ゴ
ミ
ッ
パ 

は
じ
よ
う
ぶ
だ
と
い
う
。
米
俵
を
く
わ
え
あ
げ
ら
れ
る
と
い
う
。
 

ネ
ズ
ミ
ッ
パ
と
は
こ
ま
の
小
さ
い
歯
を
さ
し
、
形
の
大
き
い
歯
は
ゥ
マ
ノ
ハ 

だ
と
い 

う
〇 
(

門
貝)

夜
か
を
は
さ
む
と
、
親
の
死
に
目
に
会
え
な
い
。

立
臼
の
上
で
遊
ぶ
と
、
背
が
大
き
く
な
ら
な
い
。(

干
俣)

八
十
八
の
祝
い
を
す
る
と
死
ぬ

フ
ス
ベ 

涙
線
の
下
に
あ
る
人
は
、
不
幸
に
な
る
。

耳
の
小
さ
い
人
は
短
命
で
あ
る
。

マ
ミ
ゲ 

マ
ミ
ゲ
の
長
い
人
は
長
生
き
を
す
る
。

つ
ち
ふ
ま
ず
の
は
っ
き
り
し
て
い
る
人
は
、
足
が
強
い
。(

門
貝)

段
々
畑 

君
の
方
は
、
畑
が
あ
り
過
ぎ
て
、
立
て
か
け
て
お
く
そ
う
じ
ゃ
な
い
か 

と
い
わ
れ
た
。

大
雨 

細
び
き
下
げ
た
よ
う
な
、
大
降
り
が
つ
づ
い
た
。(

三
原)



六

謎

な
ん
ぞ
が
と
け
な
い
時
は
、

モ
ン
ジ
と
か
、

モ
ン
ジ
ア
ゲ
タ
と
い
う
。(

芦
生
田) 

な
ぞ 

と
け
な
い
時
は
、

モ
ン
ジ
ア
ケ
タ
と
い
う
。

な
ん
ぞ
な
ん
ぞ
、
な
な
な
ん
ぞ
、
な
っ
き
り
、ほ
一
ち
よ
一
な
ぎ
な
た
。(

三
原) 

な
ん
ぞ
な
ん
ぞ
な
一
に
、
な
っ
き
り
ぼ
一
ち
よ
一
ま
な
い
た
。

木
の
上
で
座
布
団
敷
い
て
い
る
も
の
、
な
ん
ぞ 

柿

池
に
反
り
橋
団
子
ち
ん
こ
、
な
ん
ぞ 

鉄
瓶

朝
起
き
て
細
い
道
通
る
も
の
、
な

ん

ぞ

戸

う
ち
の
ぐ
る
わ
を
、
太
鼓
叩
い
て
廻
る(

歩
く)

も
の
な
ん
ぞ 

ア
モ
チ
ン
ダ
レ 

—
雨
だ
れ
一

木
の
上
で
ロ
あ
い
て
る
も
の
、
な
ん
ぞ 

あ
け
び

い
が
ど
ん
の
か
ろ
し
と
に
お
じ
よ
ろ
三
人
、
な
ん
ぞ 

栗

木
の
上
で
鼻
た
ら
し
て
る
も
の
、
な

ん

ぞ

も

も
•

や
に
も
も

ペ
カ
ペ
ッ
カ
デ
、

ア
カ
モ
コ
ナ
カ
マ
ッ
カ
、
な
ん
ぞ 

鍛
治
屋
の
ふ
い
ご 

う
ち
中
の
ひ
び
き
ら
し
、
な

ん

ぞ

壁

い
る
時
戸
を
つ
め
と
い
て
、

い
な
い
時
あ
け
る
も
の
、
な
ん
ぞ 

マ
セ
ー
ボ
ー 

削
れ
ば
削
る
ほ
ど
大
き
く
な
る
も
の
、
な
ん
ぞ 

節
穴

上
で
算
術
下
で
ぶ
ら
ん
こ
、
な

ん

ぞ

時

計

時
計
と
か
け
て
、
な
ん
と
と,
く
日
本
の
兵
隊
さ
ん
と
と
く 

そ
の
こ
こ
ろ
は 

勝
っ
た
勝
っ
た
と
進
ん
で
い
く 
(

打
て
ば
打
つ
ほ
ど
進
ん
で
い
く)

二
十
三
夜
ま
ち
と
か
け
て
、
な
ん
と
と
く 

妊
婦
と
と
く
そ
の
こ
こ
ろ
は 

月

の
あ
が
る
の
を
待
つ(

芦
生
田)

角
の
箱
に
、
ぼ
た
ん
一
つ
、
な

ん

ぞ

炉
(

三
原)

な
ん
ぞ 

し
た
な
し 

蓋
な
し 

中
い
っ
ぱ
い
実
の
は
い
る
も
の
何

モ
モ
ヒ
キ

か
ら
に
な
る
こ
と
も
あ
る(

門
貝)

七
、
方 

言

植
物
名

チ
ンn  

ロ
グ
サ 

翁
草,

ィ
タ
チ
グ
サ 

げ
ん
の
し
ょ
う
こ

ゲ
ー
ロ
ッ
パ 

大
ば
こ 

(

田
代)

チ
ン
コ
ロ
バ
ナ
お
き
な
ぐ
さ
、
ガ
ン
ボ
ー
ジ
と
も
い
う
。

ガ
ン
ボ
ー
ジ 

食
べ
て
う
ま
い
。

チ
ャ
ン
ポ
コ
み
た
い
に
、
花
は
出
な
い
。

チ
ャ 

ン
ポ
コ
み
ち
ょ
う
の
葉
っ
ぱ
だ
け
ど
、
そ
の
葉
っ
ぱ
に
毛
が
あ
る
。(

三
原)

タ
ン
ポ
ポ
に
似
た
草
で
、
し
ん
が
立
っ
て
長
く
な
る
。
葉
う
ら
に
毛
が
い
っ
ぱ
い 

あ
っ
て
布
に
よ
く
貼
り
つ
く
の
で
、
人
の
背
中
に
貼
り
付
け
て
遊
ん
だ
。
若
い
葉
は 

食
べ
ら
れ
る
。
毛
は
白
く
飛
ぶ
。
赤
黒
い
実
に
な
る
。(

大
前)

た
ん
ぽ
ぽ
の
白
く
ほ
お
け
た
も
の
を
い
う
。
ほ
お
け
な
い
の
を
チ
ャ
ン
ポ
コ
、
葉
っ 

ぱ
を
ク
ジ
ナ
と
い
う
。

黄
色
い
花
が
咲
き
、
枝
が
あ
る
〇
乳
が
出
て
食
べ
ら
れ
る
。(

芦
生
田)

ク
ジ
ナ
、

タ
ン
ポ
ポ
の
こ
と
を
い
う
。

こ
れ
は
食
べ
ら
れ
る
〇
タ
ン
ポ
ポ
の
実
が 

も
じ
や
も
じ
や
に
な
る
こ
と
を
ガ
ン
ボI
ジ
と
い
う
よ
う
だ
。(

干
俣)

タ

ン

ポ

ポ

ガ

ン

ボ

ウ

ジ

ク

ジ

ナ(

門
貝)

ガ
ン
ボ
ジ 

女
の
子
の
頭
の
毛
が
も
じ
ゃ
も
じ
ゃ
の
時
に
、
「
ガ
ン
ボ
ジ
の
よ
う
だ
」 

と
い
う
。(

大
前)

ジ
ャ
ホ
ー
ジ 

ジ
ャ
ン
コ
ー
ジ
と
も
い
う
。

ふ
き
の
と
う
。

ジ
ャ
ホ
ー
ジ
コ
ン
ゲ 

ン
、

ミ
ズ 

コ
ン
ゲ
ン
と
と
な
え
る
〇 
(

三
原)

ふ
き
の
と
う(

芦
生
田)

フ
キ
ノ
ト
ウ
の
こ
と
。
春
先
に
雪
が
消
え
る
と
出
て
く
る
〇
食
べ
ら
れ
る
〇 (

大
前) 

ホ
ー
キ
ノ
ホ
ー
ジ 

フ
キ
ノ
ト
ウ
の
こ
と
で
、

フ
キ
ッ
タ
マ
と
も
い
う
。

ジ
ャ
ホ 

丨
ジ
と
い
う
の
は
三
原
あ
た
り
の
こ
と
ば
。(

干
俣)

ジ
ャ
ボ
ウ
ジ 

ふ

き

の

と

う
(

門
貝)



フ
ロ
ー 

サ
サ
ゲ

リ
ュ
ウ
ボ
エ 

サ
ル
ス
ベ
リ

フ
ロ
ー
デ 

サ
サ
ゲ
の
支
柱(

門
貝)

ィ
ヌ
コ
ロ 

ネ
コ
ヤ
ナ
ギ

ユ
ビ
ハ
メ 

つ
り
ふ
ね
草

ウ
シ
ノ
キ
ン
タ
マ 

ア
ツ
モ
リ
草

ト
ッ
ト
コ
トI

ク
サ
ノ
オ
オ
茎
が
中
空
に
な
っ
て
い
る
の
で
、

ラ
ッ
パ
の
ょ 

う
に
吹
い
て
遊
ぶ
。(

西
窪)

オ
ゼ
ン
バ
ナ 

ヤ
ク
ビ
ョ
ウ
バ
ナ
、

セ
キ
リ
バ
ナ
と
言
っ.
た
。

サ
ル
ノ
コ
シ
カ
ケ
は
、
栗
の
木
の
サ
ナ
レ
に
出
る
キ
ノ
コ
で
、
サ
ナ
レ
は
枯
れ
た 

立
木
の
こ
と
。

シ
ャ
ク
ナ
ゲ 

ア
ズ
マ
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
と
ハ
ク
サ
ン
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
と
二
種
類
あ
る
。
 

プ
ズ
マ
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
は
葉
う
ら
が
赤
い
が
、

ハ
ク
サ
ン
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
は
葉
う
ら
が 

白
い
。
別
名
を
ト
コ
ワ
カ
と
い
う
。(

門
貝)

動
物
名

ト
ン
ボ 

シ
ョ
ウ
フ
リ
ト
ン
ボ
、

フ
ジ
マ
キ
ト
ン
ポ 

ア
カ
ト
ン
ポ 

メ
ク
ラ
ト 

ン
ボ
、

ハ
ネ
グ
ロ
ト
ン
ボ
、
ボ
ン
サ
ン
ド
ン
ブ
な
ど
が
い
る
。

フ
ジ
マ
キ
ト
ン
ボ
は
大
き
く
て
尻
に
黄
色
い
す
じ
が
あ
り
、
川
を
上
り
下
り
し
て 

い
る
。
水
に
尻
を
つ
け
な
が
ら
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
。

八
月
中
ば
過
ぎ
に
出
る
。
 

数
が
少
な
い
の
で
フ
ジ
マ
キ
ト
ン
ボ
を
と
る
と
オ
テ
ン
グ
と
い
っ
て
鼻
が
高
か
っ 

た
。メ

ク
ラ
ト
ン
ボ
と
い 

っ
て
も
メ
ク
ラ
で
は
な
く
、
目
が
大
き
く
て
目
ば
か
り
の
卜 

ン
ボ
の
こ
と
。

ボ
ン
サ
ン
ド
ン
ブ
と
い
う
の
は
盆
の
頃
と
ぶ
の
で
こ
の
名
が
あ
る
。

ト
ン
ポ
の
幼
虫
を
ヤ
ゴ
と
い
う
。

チ
ョ
チ
ョ
ウ 

チ
ョ
ウ
の
こ
と
。

ツ
バ
ク
ロ
、
オ
ニ
、
モ
ン
シ
ロ
、

コ
、
な
ど
の 

種
類
が
い
る
。

ツ
バ
ク
ロ
や
オ
ニ
チ
ョ
ウ
チ
ョ
ウ
は
大
型
で
数
は
少
な
い
。

モ
ン
シ
ロ
ウ
は
数
が

多
ぃ
。
 ホ

タ
ル 

ィ
シ
ボ
タ
ル
と
い
う
の
が
大
き
く
て
明
る
く
ち
ゃ
か
ち
ゃ
か
光
る
。(

西

窪)
シ
ョ
ン
ベ
エ
ゲ
ロ

ゥ
マ
ゲ
ー

ロ 

ひ
き
が
え
る(

袋
倉)

蚊
は
ブ
ー
ン
と
は
な
か
な
い
。
キ
ー
ン
で
あ
る
〇
ま
た
は
ビ
ー
ン
で
あ
る
。(

大

笹)
立
里
詞
チ
ョ
チ
、
チ
ョ
チ
、
チ
ョ
チ
。
ワ
ク
、
ワ
ク
、
ワ
ク
。
タ
ン
ポ
、
タ
ン
ポ
、
 

タ
ン
ポ
。

ア
タ
マ
、
テ
ン
、
テ
ン
。

ト
ト
ノ
メ
、

ト
ト
ノ
メ
。

エ
ド'
、、
•

ロ 

小
さ
い
子
の
頭
を
両
手
で
お
さ
え
て
あ
げ
な
が
ら
い
う
。(

三
原)

人
体
各
部
の
名
称

ア
ク
ト 

ツ
チ
フ
マ
ズ 

ア
シ
ノ
コ
ウ 

ソ
ト
ク
ル
ミ 

ウ
チ
ク
ル
ミ 

ム
コ
ウ 

ツ
ネ 

タ
ワ
ラ
ッ
パ
キ 

ス
ネ
ン
ボ
ウ
ズ 

モ
モ
ペ
タ 

ボ
ン
ノ
ク
ド 

ノ
ド
ダ
ン 

ゴ 
(

ノ
ド
ブ
エ) 

ノ
ド
チ
ン
ボ 

ネ
ズ
ミ
ッ
パ 

コ
ゴ
ミ
ッ
パ(

門
貝)

足
の
部
分
の
名
称 

ア
ク
ト 

か
か
と
。
ク

ル

ミ

く

る

ぶ

し

。

タ
ワ
ッ
パ
ギ 

ふ
く
ら
は
ぎ
。

ス
ネ
ン
ボ
ゥ
ー
ひ
ざ
。

モ

モ

ッ

ペ

タ

股

。(

門
貝)

メ
ナ
シ
あ
か
ぎ
れ

オ

ト

ゲ

あ

ご

そ
の
他

ア
ラ
ケ
ル
……

馬
が
あ
ば
れ
る
こ
と
。

ソ
ン
マ
オ
ト
シ
バ.
.

死
ん
だ
馬
を
葬
る
と
こ
ろ
。

.
テ
ー
ゲ
ー.
.

大
体

ゾ
レ
…
…
山
の
く
ず
れ
た
と
こ
ろ
。

ヤ
ッ
ク
ラ
…
…
小
石
の
山
、
畑
の
中
の
石
を
集
め
た
と
こ
ろ
。

ヒ
ラ
畑
…
…
傾
斜
し
た
畑
の
こ
と
。

ヒ
ガ
キ
タ
……

酒
が
古
く
な
り
に
ご
り
が 
で
た
こ
と
を
い
う
。

ヒ
ヤ
ケ
ル
…
…
木
の
実
が
未
熟
の
ま
ま
で
落
ち
る
こ
と
。

ブ
ッ
タ
シ.
.

不
足
の
場
合
つ
け
加
え
る
こ
と
。



ソ
ラ
ッ
コ
ト.
.

う
そ
の
こ
と
。
真
実
で
な
く
そ
の
場
で
適
当
に
言
う
こ
と
。
 

ス
エ
ル
……

材
木
を
切
る
時
期
に
よ
り
黒
い
色
が
つ
く
こ
と
。
杉
な
ど
赤
味
色
の 

と
こ
ろ
に
黒
い
色
が
見
え
る
こ
と
。

グ
ズ
ル.
.

文
句
を
言
う
こ
と
。

ェ
ベ.
.

歩
る
け
と
い
う
こ
と
。

ヒ
ア
ミ
…
…
田
の
中
に
作
っ
た
あ
ぜ
の
こ
と
で
冷
水
が
直
接
稲
に
あ
た
ら
な
い
た 

め
に
設
け
た
あ
ぜ
。
表
現
と
し
て
は
「
小
ア
ゼ
」
「
ナ
ヵ
ア
ゼ
」
と
い
う 

が
こ
の
場
合
は
田
と
田
の
区
切
り
を
い
う
。

ヌ
ル
ミ
…
…
堰
よ
り
冷
水
が
は
い
る
と
稲
に
害
が
あ
り
育
ち
が
悪
い
の
で
温
め
る 

た
め
に
田
の
端
に
設
け
た
ア
ゼ
を
作
り
、

ア
ゼ
と
ア
ゼ
の
細
長
い
水
路 

状
の
と
こ
ろ
を
ヌ
ル
ミ
と
い
う
。

マ
ム
シ
ヨ
ケ.
.

鼻
結
び
ぞ
う
り
の
こ
と
。

ゴ
ト
ク
…
…
笠
の
輪
の
こ
と
。(

袋
倉)

ノ
ポ
ー
ツ
チ
…
…
黒
い
土
で
雨
が
降
る
と
粘
土
質
に
な
る
土
を
い
う
。

オ
シ
ガ
リ.
.

む
り
に
金
を
借
り
る
こ
と
で
、
泥
棒
と
同
じ
こ
と
を
言
う
。

チ
ョ
ウ
ベ
シ.
.

さ
ん
俵
の
こ
と
。

デ
ホ
ー
ラ
ク.
.

出
ま
か
せ
を
い
う
。
根
き
よ
の
な
い
話
の
こ
と
。

シ
ャ
ィ
ナ
シ
……

つ
ま
ら
な
い
こ
と
。
下
品
な
こ
と
を
い
う
。(

今
井)

ヮ
ニ
ル.
.

子
ど
も
が
人
み
し
り
す
る
こ
と
。

ア
ロ
ー
、ス.
.

夕
立
ち
な
ど
で
水
が
ど
う
一
と
流
れ
る
こ
と
を 

い
う
。 

山
ヌ
ケ.
.

後
の
山
に
お
さ
れ
て
流
さ
れ
る
こ
と
。
ヌ
ケ
ッ
ト
も
い
う
。(

門
貝) 

ヒ
ラ
……

傾
斜
地

タ
ィ
ラ
…
…
高
い
場
所
に
多
い
。
平
ら
な
所

オ
ネ
…
…
稜
線
、
余
り
高
く
な
い
、
近
ぐ
の
ジ
ャ
マ
に
使
う
。

ミ
ネ
……

浅
間
山
な
ど
の
高
山
に
使
う
。

ク
ボ
…
…
凹

地
(

今
井)

マ
ン
ヵ
ラ•

百
一.
.

う
そ
つ
き
。

コ
ク
ル
…
…
人
の
悪
口
ば
か
り
い
う
人

ブ

ラ.

ド
ウ
ズ
リ
ヤ
ロ
ウ.
.

怠
け
も
の
。

三
ブ
ラ
…
…
大
笹
の
三
人
の
怠
け
者
。

シ
ャ
ク
イ.
.

ち
ょ
い
ち
ょ
い
う
そ
を
い
う
人
。

ハ
 

チ
リ
ン
…
…
足
り
な
い
人

セ
ッ
コ
ガ
イ
イ.
.

よ
く
働
く
人
。

ノ
メ
シ
…
…
怠
け
者 

(

大

笹

・
田
代)

ヤ
ク
ナ
シ.
.

仕
事
が
よ
く
出
来
な
い
人
の
こ
と
。
「
ナ
シ
」
に

「
テ
ボ
ケ
ナ
シ
」 

は
物
を
大
切
に
し
な
い
人
の
こ
と
。
「
メ
ク
ジ
ナ
シ
」
思
い
切
り
の
悪
い 

人
の
こ
と
。
「
ロ
ク
デ
ナ
シ
」
腹
黒
の
人
の
こ
と
な
ど
が
あ
り
、
主
に
嫁 

を
評
価
す
る
と
き
に
使
わ
れ
た
。(

今
井)

ド
ウ
シ
ン.
.

お
も
ら
い
、

こ

じ

き(

門
貝)

ゴ
ン
ダ
ク.
.

散
ら
か
っ
て
い
る
様
子
を
い
う
。(

三
原)

チ
ョ
ッ
カ
ン
…
…
真

直

ぐ(

西
窪)

キ
サ
マ•

キ
デ
ン
……

最
も
親
し
い
者
同
志
で
は
よ
く
使
う
。

ナ
ー
ロ.
.

あ
り
ナ
ー
ロ
、
や
り
な
さ
い
と
い
う
意
味
に
使
う
。

コ
ナ
ッ
チ
ョ
ウ
……

お
ま
え
な
ん
か
。

コ
ン
タ
…
…

こ
な
た
。
あ
な
た
。(

二
人
称)

モ
ウ
ゾ
ウ.
.

す
ぐ
。(

干
俣)

石
ナ
ン
ゴ
……

お
は
じ
き

シ
ナ
ダ
マ
…
…
お

手

玉(

大

笹
.

田
代)

コ
バ
ソ
ダ
テ.
.

稚
蚕
飼
育
の
こ
と

ゴ
オ
ロ
ウ
……

白
根
山
墳
火
の
た
め
石
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
こ
ろ
。
石
が
ゴ
ロ
ゴ 

. 

ロ
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
い
う
。

ソ
ラ
ッ
コ
ト
…
…
世
間
話
の
こ
と
。
う
そ
げ
な
こ
と
が
多
い
。

タ
ル
イ
…
…
馬
鹿
の
人
。
動
き
が
の
ろ
い
人
の
こ
と
。

オ
シ
、、ハ•
…
…
土
を
押
し
出
し
た
場
所
。

オ
タ
ネ
…
…
麻
の
実
の
こ
と
。

オ
ガ
ラ
…
…
麻
を
取
っ
た
あ
と
の
木
の
こ
と
。



オ
バ
タ
テ.
.

麻
畑
の
こ
と
。

ス
ジ.
.

も
み
種
の
こ
と
。

ス
ジ
マ
キ
……

苗
代
に
種
も
み
を
ま
く
こ
と
。

ネ
エ 
'
ハ
……

苗
を
束
ね
る
わ
ら
の
こ
と
。

ム
シ
ッ
ベ
…
…
夏
に
な
り
米
を
虫
が
結
び
合
せ
た
も
の
。(

ムr

井)

ヤ
シ
マ
レ
ル.
.

叱
ら
れ
る

ネ
サ
…
…
そ
ば
、
隣
、
「
あ
る
人
の
ネ
サ
に
い
た
。
」

ア
チ
ャ
…
…
そ

れ

で

は
(

大
笹)

ゾ
ザ
エ
ア
ゲ
ル.
.

甘
え
あ
げ
る

語
尾
に
ム
シ
を
つ
け
る(

門
貝)

ゴ
ジ
モ
チ
…
…
ひ
し
形
を
し
た
餅
で
家
の
祝
い
の
と
き
投
げ
る
。

ホ
ゥ
ヶ
ル
……

わ
ら
び
や
ぜ
ん
ま
い
な
ど
が
春
先
大
き
く
な
る
こ
と
。

モ
ッ
タ
ィ
ネ
ヱ.
.

品
物
を
む
だ
に
す
る
こ
と
を
戒
め
る
と
き
言
う
こ
と
ば
。(

今

井)

ベ 

エ•

バ
ィ 

写
真
の
よ
う
に
二
股
に
な
っ
て
い
る
。
さ
く
ら

•  

く

り.

な
ら
な 

ど
の
木
を
使
う
。
大

豆•

小
豆
を
叩
い
て
、

は
ぜ
ら
か
す
。
今
は
機
械

で
や
る
。(

芦
生
田) 

- 

信
州
こ
と
ば 

大

笹•

田
代
は
信
州
こ
と
ば
で
、
ひ

と
(

他
人)

の
こ
と
を
、

ワ 

レ
、
行
く
こ
と
を
、

ユ
カ
ズ
、

ユ
カ
ザ
ー
、
食
う
こ
と
を
、

ク
ワ
ズ
と 

い
う
。
年
寄
り
は
、
お
前
ら
と
い
う
の
を
、

ワ
ン
ラ
ー
と
い
う
。

こ
れ 

は
、
武
田
が
元
で
、
敵
に
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
と
い
う
隠
し
こ
と
ば
だ
。 

(

三
原)

八
、
鳥
の
声•

悪
た
れ
な
ど

鳥
の
鳴
き
声

キ
ジ
バ
ト
は
「
テ
テ
ッ
ポ
ッ
ポ
、
豆
食
い
て
え
」
と
鳴
く
。

フ
ク
ロ
は
「
ホ
ー
ホ
ロ
ス
ク
ホ
ー
」
と
鳴
く
。

ホ
ト
ト
ギ
ス
は
、

一
日
に
百
八
回
鳴
く
ま
で
は
物
を
食
わ
な
い
。
「
ホ
ッ
ト
ノ
ド
キ 

ツ
タ
」
と
鳴
く
。

ジ
ヒ
シ
ン
チ
ョ
ウ
と
も
い
う
。(

門
貝)

う
そ 

シ
ー
ン
、

ソ
ー
ン
と
、
人
の
死
ぬ
よ
う
な
時
に
鳴
く
。(

三
原)

う
そ
が
谷
で
、
め
す
お
す
、
か
け
あ
い
で
鳴
く
と
死
ぬ
。(

芦
生
田)

き
じ
鳩
の
鳴
声
テ
テ
ッ
ポ
ポ 

マ
メ
ク
ィ
テ

フ
ク
ロ
ウ
の
鳴
き
声
ホ
ー
ホ
ロ
ス
ク(

門
貝)

烏
鳴
き 

う
ち
の
も
の
に
は
判
ら
な
い
が
、
人
の
あ
と
を
つ
い
て
来
て
鳴
く
。
烏 

が
鳴
く
と
死
ぬ
。(

芦
生
田)

夜
ガ
ラ
ス
が
鳴
く
と
、
変
っ
た
こ
と
が
お
こ
る
。

サ
ワ
ギ
ガ
ラ
ス
が
鳴
く
と
台
風
が
来
る
。(

門
貝)

モ
ズ
、
ヒ
バ
リ
、
昔
は
沢
山
い
た
。
モ
ズ
は
二
種
類
あ
っ
て
、
大
き
い
の
は
キ
チ
、
 

キ
チ
、
キ
チ
と
な
き
、
小
さ
い
の
は
人
間
で
は
い
え
な
い
よ
う
な
声
で 

な
い
た
。(

田
代)

悪
口

「
鎌
原
地
ご
く
、
小

代
(

コ
ヨ)

小

宿
(

コ
ヤ
ド)

死
ん
で
も
行
く
ま
い
袋
倉
」 

と
い
わ
れ
て
い
た
。
浅
間
の
押
出
し
で
土
地
が
悪
く
、
不
便
で
あ
る
こ

ベ ヱ(芦生田)(撮影上野勇)



と
を
意
味
し
て
い
た
。
現
在
は
国
鉄
駅
袋
倉
も
出
来
て
便
利
に
な
っ
た
。
 

近
く
は
国
道
も
通
る
予
定
で
一
番
便
利
な
と
こ
ろ
に
な
る
の
で
こ
ん
な 

歌
も
忘
れ
ら
れ
た
。

「
鎌
原
ゴ
ゥ
ジ
、
糞
ゴ
ゥ
ジ
」
子
ど
も
た
ち
の
問
で
よ
く
言
わ
れ
た
悪
口
で
、
便 

所
の
中
に
い
る
虫
を
さ
し
て
い
る
。
鎌
原
の
人
た
ち
を
、
そ
の
虫
に
た 

と
え
て
い
た
。

「
芦
生
川
、
田
ん
ぼ
に
足
が
は
え
て
、
よ
そ
に
飛
ん
で
行
っ
た
」
芦
生
田
に
は
た 

く
さ
ん
田
が
あ
る
が
田
に
足
が
出
来
て
他
の
土
地
に
移
っ
て
し
ま
っ
た 

こ
と
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

つ
ま
り
芦
生
田
に
は
田
が
多
い
が
そ
の
土 

地
の
人
は
田
を
耕
作
し
て
い
な
い
で
他
の
部
落
か
ら
行
っ
て
所
有
し
て 

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。(

袋
倉)

「
袋
倉
よ
い
と
こ
来
て
み
り
ゃ
地
ご
く
、
朝
日
あ
た
ら
ず
、
ぼ
ろ
を
着
る
」
袋
倉
は 

よ
い
場
所
だ
と
い
う
け
れ
ど
来
て
み
れ
ば
、
地
ご
く
の
よ
う
な
と
こ
ろ 

だ
、
朝
日
は
あ
ら
ず
、
日
の
出
が
遅
く
、
よ
い
衣
類
も
着
ら
れ
ず
毎
日
、
 

毎
日
一
生
懸
命
働
か
な
い
と
生
活
し
て
行
け
な
い
と
い
う
意
味
で
あ 

る
。
蠕
恋
村
の
一
番
大
尽(

金
持)

は
袋
倉
に
い
る
。

「
人
は
家
の
庭
に
曲
っ
た
木
を
植
え
る
が
、
わ
し
は
山
に
真
す
ぐ
の
木
を
植
え
る
」 

と
袋
倉
の
人
は
言
っ
た
。
袋
倉
に
は
山
林
所
有
者
が
い
る
こ
と
。
 

「
畑
に
入
る
と
き
、
ぞ
う
り
を
端
に
ぬ
ぎ
、
夕
方
は
な
わ
で
腰
に
つ
け
る
」
袋
倉 

の
人
の
こ
と
を
言
っ
た
。
夕
方
暗
く
な
る
の
で
ぞ
う
り
が
見
つ
か
ら
な 

く
な
る
心
配
の
な
い
よ
う
に
腰
に
下
げ
た
こ
と
で
、
袋
倉
の
人
が
勤
勉 

に
よ
く
働
い
た
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。(

今
井)

門
貝
に
す
ぎ
た
る
も
の
が
三
つ
あ
る
。

熊
野
神
社
に
春
が
ど
ろ

与
吉
と
い
え
ど
も

と
ん
だ
悪
い
も
の

春
、
与
吉
は
人
名
。
ど
ろ
は
く
ず
と
い
う
意
味
。(

門
貝)

干
俣
ほ
っ
ち
ょ
く
や
ぶ
の
中 

ほ
っ
て
も
か
い
て
も
や
ぶ
だ
ら
け

大
笹
板
敷 

大
前
土
方 

田
代
田
の
な
い
米
の
中(

干
俣)

ょ
こ
道
通
れ
ば
気
づ
い
て
通
れ
、
ず
な
い
子
ど
も
が
石
投
げ
る
。(

今
井
。
石
津)



芸 

能

は

じ

め

に

蠕
恋
村
の
芸
能
に
つ
い
て
は
、
地
芸
は
す
で
に
消
滅
し
小
道
具
す
ら
み
る
こ
と
が 

で
き
ず
、
古
老
か
ら
聴
取
す
る
の
み
で
あ
つ
た
。
し
か
し
、
か
つ
て
は
盛
ん
に
行
わ 

れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
た
。

い
ず
れ
も
信
州
か
ら
の
影
響
が
多
い
。

獅
子
舞
は
現
存
す
る
も,
の
が
多
く
、
大
前
、
鎌
原
、
袋
倉
、
大
笹
等
い
ず
れ
も
一 

匹
だ
ち
の
獅
子
で
あ
る
が
、
各
祭
り
で
行
わ
れ
て
い
る
。
系
統
的
に
も
類
似
し
て
お 

り
、

い
ず
れ
も
信
州
か
ら
の
移
入
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
赚
子
も
に
ぎ
や
か
で
神
楽
獅 

子
と
い
つ
た
方
が
的
確
で
あ
ろ
う
。
草
深
い
地
域
の
こ
と
と
て
、
祭
り
に
村
人
に
心 

を
寄
せ
て
い
る
心
理
も
あ
る
が
、
大
笹
な
ど
の
獅
子
に
「
は
な
」
を
住
民
が
、
え
ん 

り
よ
な
く
出
す
と
こ
ろ
に
、r

草
深
い
地
域
」
と
い
う
こ
と
以
上
に
、
芸
能
の
伝
承
さ 

れ
て
い
く
現
代
の
方
向
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
は
な
」
を
も
ら
つ
て
そ
の
資
金 

で
運
営
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
現
実
を
生
き
ぬ
い
て
い
る
芸
能
は
、
県
内
に
も
多

 々

み
ら
れ
る
。
あ
る
一
面
か
ら
み
る
と
「
は
な
」
を
と
る
と
い
う
の
は
と
思
わ
れ
る
む 

き
も
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
つ
て
そ
の
地
域
の
芸
能
が
、
消
滅
し
な
い
こ
と
は
、
「
芸
能 

伝
承
」

の
現
代
的
な
新
し
い
生
き
方
か
知
れ
な
い
。

蠕
恋
の
獅
子
舞
は
、
屋
台
を
用
い
る
と
こ
ろ(

大
前
、
大
笹)

な
ど
あ
り
、
県
下 

に
み
ら
れ
な
い
傾
向
で
あ
る
。
あ
る
面
祭
攤
子
の
一
領
域
を
も
つ
て
い
る
の
で
は
な 

い
ふ
と
思
わ
れ
る
。
蠕
恋
村
の
獅
子
舞
は
、
舞
も
雄
壮
で
あ
り
、
ま
た
、
笛
が
実
に 

美
し
い
〇
神
楽
か
ら
の
影
響
に
ち
が
い
な
い
。

特
に
鎌
原
地
区
に
残
る
獅
子
舞
は
、
地
区
の
青
年
が
伝
承
し
て
お
り
望
ま
し
い
あ 

り
方
だ
と
思
わ
れ
る
、
獅
子
舞
の
美
し
い
乱
舞
も
、
ま
わ
り
で
み
て
い
る
に
は
す
ば

ら
し
い
が
、
頭
を
つ
け
て
舞
っ
て
い
る
者
は
、
汗
と
ほ
こ
り
に
ま
み
れ
過
こ
く
な
重 

労
働
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
ど
こ
の
獅
子
舞
も
青
年
が
受
け
つ
ぐ
こ
と
が
、

シ
キ
タ
リ 

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
や
や
も
す
る
と
、
古
老
に
ま
か
せ
き
り
の
所
も
み
う
け
ら 

れ
、
絶
滅
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
心
配
の
む
き
も
あ
っ
た
。
地
域
の
青
年 

の
参
加
を
心
か
ら
願
う
も
の
で
あ
る
。

十
年
程
前
に
、
当
地
域
の
単
独
調
査
の
と
き
は
、
も
っ
と
歌
い
手
も
多
か
っ
た
。
 

今
回
は
民
謡
の
歌
手
の
少
な
い
の
に
お
ど
ろ
い
た
。
も
っ
と
も
対
象
が
女
性
の
方
が 

多
く
、
男
の
方
と
の
触
れ
合
い
が
少
な
か
っ
た
か
ら
か
も
知
れ
な
い
。

木
挽
唄
や
馬
子
唄
は
採
集
で
き
た
が
、
蠕
恋
の
民
謡
ら
し
い
も
の
は
、
今
回
は
と 

る
こ
と
が
出
き
な
か
っ
た
。

反
面
わ
ら
べ
唄
は
意
外
に
多
く
あ
っ
た
。
六
月
末
に
、
田
代
小
、
東
小
と
二
日
間 

に
わ
た
り
生
徒
対
象
に
わ
ら
べ
唄
調
査
し
、
更
に
今
回
成
人
を
対
象
に
調
査
し
て
み 

た
が
、蠕
恋
地
区
の
五
十
才
以
上
の
方
々
の
子
ど
も
の
と
き
の
わ
ら
べ
唄
と
、
現
代
っ 

子
の
わ
ら
べ
唄
の
変
せ
ん
を
比
較
す
る
う
え
に
、

一
つ
の
手
が
か
り
と
な
っ
た
。
 

ま
た
、
田
代
地
区
と
、
東
小
地
区
の
子
ど
も
た
ち
の
わ
ら
べ
唄
の
比
較
に
も
な
っ 

た
。
同
一
の
わ
ら
べ
唄
で
も
全
く
同
じ
に
歌
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
て
ど
こ
か
変
っ 

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

① 

歌
詞
の
一
部
が
ち
が
う
。

②
 

リ
ズ
ム
、
旋
律
が
ち
が
う
。

③ 

遊
び
方
が
ち
が
う
。

④
 

そ
の
他
地
域
独
特
の
う
た
と
遊
び
が
あ
る
。

⑤
 

子
ど
も
た
ち
の
性
格
が
地
域
に
よ
っ
て
ち
が
う
。

楽
符
は
同
一
の
附
帯
目
的
を
も
っ
た
わ
ら
べ
唄
の
旋
律
を
、

ス
コ
ア
ー
に
し
て
、



比
較
音
楽
学
的
に
み
て
い
く
と
、
更
に
深
く
理
論
づ
け
が
で
き
る
と
思
う
。

芸
能
に
し
て
も
、
民
謡
な
ど
に
し
て
も
、
古
い
も
の
が
価
値
が
あ
る
と
考
え
が
ち 

な
観
念
が
、
や
や
も
す
る
と
私
ど
も
の
中
に
あ
り
、
民
謡
や
芸
能
な
ど
の
現
代
性
な 

ど
は
あ
ま
り
意
識
し
な
い
で
通
過
す
る
こ
と
は
、
お
か
し
な
こ
と
で
、

こ
う
し
た
意 

味
か
ら
、
古
老
が
子
ど
も
の
頃
歌
っ
た
わ
ら
べ
唄
と
、
現
代
っ
子
の
わ
ら
べ
唄
の
両 

面
の
調
査
が
今
で
き
た
こ
と
は
、
大
き
な
収
か
く
で
あ
っ
た
。
ま
た
わ
ら
べ
唄
は
、
 

子
ど
も
の
生
活
の
中
で
脈
々
と
創
造
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

子
ど
も
の
遊
び
等
も
、
歌
の
つ
か
な
い
も
の
が
四
季
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
 

特
に
こ
こ
に
出
て
い
る
遊
び
は
、
成
人
を
対
象
に
行
っ
た
も
の
で
、
ご
く
古
い
糯
恋 

の
遊
び
は
、
成
人
を
対
象
に
行
っ
た
も
の
で
、
ご
く
古
い
孀
恋
の
遊
び
と
い
っ
て
い 

い
だ
ろ
う
。

こ
こ
に
も
現
代
っ
子
の
遊
び
と
比
較
対
象
を
し
て
み
た
か
っ
た
。

こ
こ 

に
あ
げ
た
遊
び
は
、
老
人
か
ら
の
調
査
の
遊
び
で
あ
る
。

蠕
恋
に
は
、
神
楽
が
な
い
の
に
お
ど
ろ
く
。
古
く
は
、
神
楽
を
行
っ
た
と
い
う
こ 

と
を
、
お
年
寄
か
ら
き
い
た
が
、
道
具
や
面
を
み
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
が
、
 

誠
に
残
念
で
あ
っ
た
の
と
、
芸
能
班
で
調
査
員
一
人
で
、
蠕
恋
地
区
を
全
部
回
っ
た 

の
は
、
時
間
的
に
み
て
、
調
査
内
容
が
浅
薄
だ
し
そ
の
結
果
、
よ
い
も
の
が
ま
と
ま 

ら
な
か
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

調
査
に
協
力
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
老
人
の
方
々
に
、
す
ま
な
い
と
思
う
気
持
ち
で 

い
っ
ぱ
い
で
あ
る
。(

酒
井
正
保)

一
、
獅

子

舞

大
笹
の
神
楽
獅
子(

一
匹
獅
子)

明
治
の
初
年
「
ジ
ュ
ゥ
レ
ン
寺
」
よ
り
、
佐
藤
定
次
外
三
人
で
習
っ
て
来
て
広
め 

た
。

一
匹
獅
子
で
頭
の
中
に
二
人
は
い
り
、
後

も

ち(

ほ
ろ)

が
一
人
、
計
三
人
が 

か
り
に
な
る
。
踊
り
は
ゆ
っ
た
り
と
し
て
優
雅
な
踊
り
で
あ
る
。

現
在
は
、
秋
祭
り
九
月
に
行
っ
て
い
る
が
、
古
く
は
旧
七
月
二
十
七
日
で
あ
っ
た
。

養
蚕
や
ら
農
家
の
仕
事
の
忙
し
さ
の
た
め
、
大
正
の
は
じ
め
頃
か
ら
九
月
と
な
っ
た
。

こ
の
獅
子
舞
は
、
大
笹
青
年
団
の
中
に
「
丸
一
団
」
と
い
ぅ
の
が
あ
っ
て
、
そ
の 

組
が
獅
子
を
行
っ
た
。
丸
一
団
は
昔
か
ら
権
威
が
あ
っ
て
、
青
年
団
の
中
で
も
別
派 

の
位
置
を
も
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
丸
一
団
に
入
っ
て
い
る
者
は
、
祭
の
の
ぼ
り
ば 

た
を
た
て
る
と
き
な
ど
も
、
そ
れ
を
手
伝
わ
な
く
て
も
ょ
か
っ
た
。
そ
の
と
き
は
、
 

獅
子
頭
の
み
が
き
や
、r

へ
い
そ
く
」
切
り
の
仕
事
を
し
た
。

獅
子
の
練
習 

蚕
屋
を
借
り
た
り
、
空
屋
な
ど
で
行
っ
た
。
借
用
す
る
家
は
決
っ 

て
お
ら
ず
、
毎
年
ち
が
っ
た
家
で
あ
っ
た
、
そ
の
練
習
す
る
所
を
「
道
場
」
と
呼
ん 

だ
。練

習
が
は
じ
ま
る
こ
と
を
「
道
場
は
じ
め
」
。

練
習
途
中
を
「
中
い
り
」
。

練
習
が
終
る
と
「
道
場
ば
ら
い
」
「道
場
じ
ま
い
」
と
言
ぅ
。

昔
は
祭
の
一
四
日
前
か
ら
練
習
に
入
っ
た
、
現
在
は
、
十
五
日
前
か
ら
行
な
わ
れ 

る
〇練

習
は
き
び
し
く
、
毎
夜
夜
中
ま
で
練
習
し
た
、
ほ
と
ん
ど
先
ぱ
い
が
教
え
て
く 

れ
た
。
新
し
く
そ
の
年
に
入
団
し
た
者
は
、
道
場
は
じ
め
に
酒
わ
か
し
、
清
掃
な
ど 

で
、
先
ぱ
い
た
ち
が
駄
菓
子
な
ど
た
べ
て
い
て
も
、
指
を
く
わ
え
て
み
て
い
る
程
度 

で
あ
っ
た
。

丸
一
団
に
入
団
す
る
の
は
、
小
学
校
卒
業
す
る
と
入
れ
た
。

こ

れ

を

「
新
入
り
」 

と
呼
ん
だ
。
夜
の
練
習
ば
か
り
か
、
山

に

「
か
り
ぼ
し
」

に
行
っ
て
、
昼
休
み
に
、
 

空
に
な
っ
た
め
ん
ぱ
を
た
た
い
て
、
太
鼓
が
わ
り
に
し
て
、
練
習
し
た
。

め
ん
ば
を 

一
日
で
た
た
き
こ
わ
す
者
が
い
た
。
舞
の
者
は
手
ぬ
ぐ
い
で
、
獅
子
の
あ
や
つ
り
方 

を
練
習
し
た
。
山
の
中
で
輪
に
な
っ
て
草
の
上
で
練
習
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
足
場 

も
悪
く
大
変
で
あ
っ
た
。
ょ
く
覚
え
た
者
に
は
、
丸
一
団
か
ら
表
彰
の
い
み
で
「
し 

ろ.
じ
の
ゆ
か
た
」
を
く
れ
た
。

楽

器

笛

(

七
穴) 

一
本

つ
け
太
鼓 

一
つ



獅
子
は
夕
方
暗
く
な
る
頃
出
て
夜
中
ま
で
行
っ
た
、
現
在
は
、
夕
方
か
ら
午
後
十 

一
時
頃
で
終
る
。

曲
目

① 

道
中
雛
子

② 

し
や
ん
ぎ
り

ま
く
の
う
ち

©

ご
へ
い
そ
く

©

ぅ
た

③ 

道
中

④ 

し̂
^

ん
き
り*

⑤ 

神

社

演

奏(

フ
ィ
ナ
ー
レ)

獅
子
舞
唄

ヤ
レ
ナ
皆
三
尺
の
お
の
さ
を
持
っ
て

悪
ま
は
ろ
う
め
で
た
い
な
。 

_ 

お
ば
あ
さ
ん
も
喜
ば
し
や
ん
せ 

*  

お
じ
い
さ
ん
が
、

は
ら
ん
だ
と
さ
。

ベ
っ
ち
よ
べ
っ
ち
よ
米
か
め

わ
し
や
正
直
歯
が
な
い
よ
。

牛
牛
そ
っ
ち
を
通
れ
、

こ
っ
ち
は
井
戸
の

は
う
だ
よ
な
。

あ
の
が
き
や 

へ
ん
な
が
き
だ

お
れ
み
て
笑
っ
た
よ
な
。

や
れ
な
こ
れ
で
獅
子
舞
唄

お
村
も
は
ん
じ
よ
う
、
ヤ
レ
セ
ソ
ラ

い
ま
ひ
と
つ
お
ま
け
に
、
ゆ
う
こ•
と
が

ゆ
う
べ
も
三
ば
ん
ぐ.
つ
す
り
と
。

ま
く
ら
を
な
げ
て
木
曾
の
谷
川
へ

も
み
じ
を
散
ら
す 

ソ
ー
レ
バ
ド
ン
ド
コ

大
胴 

一
つ

笛
を
芯
に
し
て
、
大
胴
が
右
、
締
太
鼓
が
左
に
位
置
し
た
、
笛
は
神
楽
笛
を
奏
し 

て
実
に
美
し
い
音
。

道
中
を
屋
台
で
ひ
く
と
き
は
、
屋
台
の
後
へ
大
胴
と
締
太
鼓
を
つ
け
一
人
で
二
つ 

を
打
つ
。
し
か
し
舞
の
と
き
は
、
大
•

小
一
人
づ
つ
で
奏
す
る
。

屋
台
獅
子
舞
に
屋
台
は
ご
く
め
ず
ら
し
い
、
祭
雛
子
に
似
て
も
い
る
。
屋
台
と 

い
っ
て
も
、
か
つ
て
の
消
防
ポ
ン
プ
の
荷
車
に
屋
台
を
つ
ん
だ
も
の
で
あ
る
、
大
笹 

地
区
の
生
活
感
か
ら
に
じ
み
出
た
も
の
だ
。
屋
台
に
は
、

し
め
な
わ
を
め
ぐ
ら
し
、
 

ち
ょ
う
ち
ん
を
つ
る
し
て
屋
台
を
仕
上
げ
る
。

祭
に
は
、
小
学
生
が
長
さ
二
間
程
の
つ
な
を
つ
け
て
引
く
。
宵
祭
り
に
は
、
れ
ん 

が
く
燈
籠
を
子
ど
も
が
も
っ
て
練
り
歩
く
。
竹
の
棒
九
尺
程
の
も
の
の
先
に
、
れ
ん 

が
く
燈
籠
は
つ
け
る
。n

れ
を
三
十
こ
程
用
意
し
た
。

屋
台
を
神
社
か
ら
引
き
出
し
、
道
中
を
は
や
し
な
が
ら
練
り
歩
く
、
屋
台
ぼ
ん 

(

か
さ
ぼr
)
が
先
頭
に
な
る
、
そ
の
後
に
れ
ん
が
く
燈
籠
が
並
び
続
い
て
屋
台
と 

な
る
。

古
く
は
、
高
等
小
学
生
の
中
に
ボ
ス
が
い
て
、
屋
台
引
き
、
燈
籠
も
ち
な
ど
の
人 

選
を
し
た
、
お
と
な
は
、n

う
し
た
人
選
な
ど
に
口
出
し
は
絶
対
で
き
な
か
っ
た
。
 

屋
台
ひ
き
は
十
人
程
だ
っ
た
、
特
に
う
で
の
強
い
者
は
、
か
じ
棒
を
二
人
で
受
持
っ 

た
。
す
べ
て
屋
台
に
関
す
る
こ
と
は
、
男
子
が
行
い
、
女
子
は
た
ず
さ
わ
れ
な
か
っ 

た
。道

中
で
は
、
道
中
雛
子
を
行
う
。
道
中
の
並
び
方
は
、
笛
、
屋
台
、
太
鼓
と
な
る
。
 

舞

手

は

「
屋
台
ぼ
こ
」

の
す
ぐ
後
で
舞
う
。
笛
は
つ
か
れ
る
の
で
交
た
い
で
吹
い 

た
。大

正
時
代
ま
で
は
、
神
社
の
ご
神
馬
と
い
っ
て
、
三
頭
程
の
馬
に
、
く
ら
を
つ
け 

仕
度
を
し
て
廻
り
歩
い
た
。
神
官
が
諏
訪
大
明
神
の
ご
神
体
を
奉
持
し
て
区
長
が
先 

頭
で
、
次
に
ご
神
体
が
歩
く
。
ご
神
体
は
ご
へ
い
と
鏡
。
神
官
は
大
き
な
ご
へ
い
を 

奉
持
し
て
歩
く
。
昔
は
区
長
の
変
り
に
、
丸
一
団
の
団
長
が
す
べ
て
こ
の
獅
子
舞
の 

采
配
ふ
り
を
し
た
。
現
在
は
青
年
が
少
な
い
の
で
区
長
に
実
権
が
移
っ
た
と
い
う
。



が
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

獅
子
舞
は
、
大
笹
の
ほ
か
に
、
大
前
と
袋
倉
、
鎌
原
に
あ
る
。
大
前
は
大
正
年
間 

に
長
野
県
よ
り
師
匠
を
呼
ん
で
は
じ
ま
っ
た
も
の
で
、

一
匹
だ
け
の
獅
子
で
あ
る
。
 

現
在
も
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

袋
倉
の
獅
子
舞
も
一
匹
だ
け
で
あ
る
。
獅
子
頭
は
数
年
前
ま
で
「
み
」

で
つ
く
り 

毎
年
作
っ
て
は
舞
っ
た
。
古
く
は
、
獅
子
頭
が
あ
っ
た
と
き
く
が
、
火
災
で
焼
失
し 

て
か
ら
、
「
み
」
を
用
い
て
村
人
が
作
っ
て
舞
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

昭
和
四
十
五
年
よ
り
、
新
し
い
獅
子
頭
を
買
い
求
め
現
在
は
、

こ
の
獅
子
頭
を
用 

い
て
行
っ
て
い
る
。

鎌
原
の
獅
子
は
、
青
年
団
の
手
で
固
く
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
古
い
獅
子
を
現
代
青 

年
の
感
覚
に
ア
レ
ン
ジ
し
て
行
っ
て
い
る
が
、
実
に
鎌
原
地
域
に
あ
っ
た
あ
み
出
し 

方
を
し
て
い
て
優
雅
で
あ
る
。
古
来
伝
承
さ
れ
て
い
る
獅
子
を
、
現
代
そ
の
ま
乂
受 

け
つ
ぐ
処
に
沈
降
現
象
が
生
ず
る
。
現
代
青
年
の
感
覚
に
合
っ
た
よ
う
な
あ
み
出
し 

方

を

し

て(

地
域
の
匂
い
を
出
し
て)

行
っ
て
お
れ
ば
、
鎌
原
の
獅
子
の
よ
う
に
若 

い
世
代
に
伝
承
さ
れ
て
生
き
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。

最
後
の
唄
が
歌
い
終
る
と
、
獅
子
が
鈴
と
ご
へ
い
を
な
げ
て
怒
り
出
す
。
大
笹
の 

古
老
の
い
う
に
は
、
歌
が
下
品
で
大
笹
の
獅
子
は
話
し
に
な
ら
ん
、
と
い
っ
て
い
る
。
 

し
か
し
、
か
つ
て
貧
し
け
れ
ば
貧
し
い
程
、
心
か
ら
の
笑
い
を
人
間
が
求
め
て
い
た 

一
現
象
で
あ
ろ
う
。

獅
子
唄
の
み
で
な
く
、
村
中
を
は
や
し
歩
く
な
か
で
、
子
ど
も
の
離
子
こ
と
ば
が
、
 

ベ
ッ
チ
ョ
、
ベ
ッ
チ
ョ
、

ヤ
ッ
テ
、
ヤ
ッ
テ
と
い
い
な
が
ら
練
り
歩
く
、
更
に
青
年 

が
迫
車
を
か
け
る
よ
う
に
、
が
な
れ
、
が
な
れ
と
は
や
し
た
て
る
。

獅
子
舞
唄
や
、
は
や
し
こ
と
ば
の
内
容
が
下
品
で
あ
っ
て
も
、
施
法
は
獅
子
舞
歌 

流
れ
を
も
っ
て
美
し
い
。
ま
た
大
笹
獅
子
の
舞
の
美
し
さ
は
他
に
な
い
。

勇
壮
な
舞
か
ら
、
空
中
に
上
昇
す
る
か
の
よ
う
な
ふ
り
も
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う 

に
、
笛
の
施
法
は
他
の
獅
子
舞
に
な
く
、
優
美
で
あ
り
、
各
太
鼓
の
リ
ズ
ム
に
ぴ
た 

り
合
い
、
み
ご
と
で
あ
る
。

草
深
い
山
に
伝
承
さ
れ
て
来
た
だ
け
に
、
世
間
に
知
ら
れ
ず
行
な
わ
れ
て
来
た
獅 

子
舞
だ
が
、
他
に
み
ら
れ
な
い
す
ば
ら
し
い
も
の
で
あ
る
。

こ
の
獅
子
舞
の
目
的
は
、
悪
魔
は
ら
い
と
、
村
内
安
全
、
家
内
安
全
、
五
穀
豊
穰 

な
ど
で
あ
る
。

道
中
順
路 

現
在
は
神
社
か
ら
出
て
村
の
上
ま
で
行
き
、

一
廻
り
舞
う
。
青
年
会 

や
若
妻
会
、
婦
人
会
な
ど
で
踊
り
を
か
ね
て
や
り
、
そ
れ
が
終
る
と
金
井
氏
宅
の
庭 

で
行
う
、
交
通
が
は
げ
し
い
の
で
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。
次
に
折
田
町
に
入
っ 

て
公
民
館
前
、
角
の
と
こ
ろ
、
う
ら
町
の
真
中
、
下
南
木
か
ら
神
社
が
最
後
に
な
る
。
 

途
中
多
く
の
「
は
な
」
が
あ
が
る
。
そ
の
金
額
を
、
「
東
西
、
東
西
〇
〇
氏
宅
よ
り 

一
金
幾
百
円
也
」
と
口
上
す
る
。
終

る

と

「
し
ゃ
ん
ぎ
り
」
を
お
礼
の
意
味
で
奏
す 

る
〇

こ
の
よ
う
に
「
は
な
」

の
と
も
な
う
獅
子
舞
が
、
県
下
で
は
消
滅
し
な
い
で
残
っ 

て
い
る
例
が
多
い
。

信
仰
か
ら
離
れ
た
現
在
の
芸
能
が
、

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
経
済(

金
銭)

の
う
ら 

付
け
と
な
っ
て
い
く
こ
と
は
、
考
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い
。

大
笹
の
獅
子
舞
も
、
後
継
者
の
青
年
が
少
な
く
、
壮
年
層
と
古
老
の
手
で
受
け
つ



二
、
地

芝

居

1

三
原
の
地
芝
居

三
原
の
地
芝
居
は
、
土
地
の
人
が
幾
人
か
で
組
ん
で
行
っ
た
。
明
治
の
中
頃
も
盛 

ん
だ
っ
た
、
役
者
も
よ
い
役
者
が
多
か
っ
た
。
特
に
八
幡
大
郎
が
得
意
で
あ
っ
た
。
 

唐
沢
久
メ
五
郎
が
特
に
上
手
だ
っ
た
、
次
い
で
安
斉
初
太
郎
、
黒
岩
吉
平
、
唐
沢 

貫
次
な
ど
で
あ
り
、
出
し
物
は
、
義
経
千
本
桜
、

一
の
谷
、t
閤
記
、
寺
小
屋
、
忠 

臣
蔵
な
ど
で
あ
っ
た
。

舞
台
は
、
黒
岩
さ
ん
の
家
の
近
く
で
、
傾
斜
の
畑
に
か
け
小
屋
で
行
っ
た
、
間
口 

が
十
五
間
も
あ
る
大
小
屋
だ
っ
た
。
楽
屋
は
後
に
し
た
、
ま
わ
り
に
は
蚕
の
籠
を
し 

ば
り
つ
け
た
。
木
戸
銭
は
大
人
が
五
銭
、
子
供
が
二
銭
だ
っ
た
、
村
の
人
に
は
呼
び 

状
を
出
し
て
「
花
」
を
も
ら
う
の
が
多
か
っ
た
。

当
時
は
警
察
が
う
る
さ
く
、
免
許
を
持
た
な
け
れ
ば
、
芝
居
は
で
き
な
か
っ
た
、
 

十
人
の
う
ち
三.

四
人
程
し
か
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
特
に
他
村
へ
依
頼
を
う
け
て 

出
る
と
き
は
、
う
る
さ
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
態
で
は
、
他
の
座
の
者
と
組
ま
ね
ば
一
座
に
な
ら
ず
、

三
原
の
地 

芝
居
連
中
は
、
大
津
に
小
林
吉
蔵
一
座
が
あ
り
、
こ
の
座
と
組
ん
で
渋
川
、
長
野
原
、
 

な
ど
に
出
て
い
っ
た
。

三
原
の
地
芝
居
は
上
手
で
評
判
だ
っ
た
。

三
原
の
地
芝
居
が
起
き
た
由
来
は
、
下

[H
光
治
氏
で
、
彼
は
義
太
夫
が
得
意
で
あ,
っ 

た
、

こ
の
義
太
夫
と
三
味
線
は
、
篠

IH
千
吉
宅
に
秘
蔵
の
三
味
線
が
あ
り
、
そ
れ
を 

下
田
氏
に
伝
授
し
た
の
が
基
で
あ
っ
た
、
下

IH
氏
は
、
義
太
夫
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
 

芝
居
の
基
礎
が
よ
く
で
き
て
い
て
、
三
原
の
芝
居
の
指
導
者
で
、
三
原
の
芝
居
を
広 

め
た
人
で
も
あ
る
、
後
に
芝
居
を
習
っ
た
場
所
は
、
篠

IH
さ
ん
宅
で
主
に
習
っ
た
。
 

篠

[H
さ
ん
の
ひ
い
お
ぢ
い
さ
ん
の
頃
、
赤
羽
根
に
芝
居
の
舞
台
が
残
っ
て
い
た
、
 

か
つ
て
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
と
の
こ
と
だ
、

こ
の
舞
台
は
明
治
の
中
頃
ま
で
、
ぼ 

ろ
小
屋
と
な
っ
て
残
っ
て
い
た
。

あ
と
一
つ
の
舞
台
は
、
中
井
に
も
あ
っ
た
。
明
治
の
は
じ
め
頃
ま
で
あ
っ
た
。
芝 

居
を
や
ら
な
い
と
き
は
、
そ
の
中
で
村
の
人
が
、
バ
ク
チ
を
や
っ
た
。

三
原
の
地
芝
居
が
い
か
に
盛
ん
で
あ
っ
た
か
が
う
か
が
え
る
。

こ
の
頃
つ
か
っ
た 

小
道
具
は
、
ご
く
最
近
ま
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
何
に
も
残
っ
て
い
な
い
、
明
治
の 

中
ば
過
ぎ
頃
、
村
の
有
志
が
黒
岩
万
太
郎
さ
ん
宅
で
芝
居
を
行
っ
て
い
た
ら
、
警
察 

が
来
た
の
で
、
村
の
役
者
は
全
員
に
げ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
黒
岩
万
太
郎
氏
は
、
芝 

居
が
す
き
で
一
人
で
芝
居
を
か
っ
て
き
て
自
分
の
家
で
し
た
、
養
蚕
の
上
簇
ど
き
で 

も
あ
り
、
村
の
人
は
だ
れ
て
見
に
来
な
か
っ
た
。
蚕
の
手
伝
い
の
者
が
見
に
行
っ
て 

い
た
と
の
こ
と
だ
。

地
芝
居
を
や
ら
な
く
な
る
と
、
青
年
の
有
志
が
長
野
県
ょ
り
芝
居
を
か
っ
て
き
て
、
 

区
長
に
相
談
し
て
行
っ
た
。

長
野
県
北
佐
久
郡
野
沢
か
ら
、

二
日
間
か
い
き
り
で
二
十
円
で
か
っ
て
き
て
行
っ 

た
。昔

か
ら
芝
居
に
対
す
る
観
念
が
強
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、

こ
の
三
原
地
区
で
は
、
 

買
い
芝
居
が
大
正
年
間
ま
で
つ
づ
い
た
。

2

袋
倉
の
地
芝
居

昔
か
ら
上
袋
倉
の
大
神
宮
さ
ん
の
森
で
芝
居
を
や
っ
た
。
舞
台
掛
け
は
村
中
の
者
が 

出
て
作
っ
た
。

こ
の
場
所
は
芝
が
生
え
て
い
て
、
芝
居
の
観
客
場
に
は
誠
に
都
合
の 

い
い
場
所
だ
っ
た
。
袋
倉
の
人
が
集
っ
て
芝
居
を
し
た
。
明
治
の
初
年
頃
は
、
丸
山 

富
太
郎
さ
ん
が
弁
慶
に
な
っ
て
や
っ
た
。
明
治
の
中
ば
頃
、

三
原
の
斉
太
郎
お
じ
い 

が
、
楽
屋
に
入
り
そ
こ
に
置
い
て
あ
っ
て
鉄
砲
で
、
太
夫
の
あ
ご
を
打
っ
て
し
ま
っ 

た
、
芝
居
で
は
忠
臣
蔵
の
し
し
を
打
つ
場
面
で
合
図
に
使
う
予
定
で
置
い
た
も
の 

だ
っ
た
、
斉
太
郎
お
じ
い
は
鉄
砲
が
す
き
な
人
で
あ
っ
た
、

こ
の
事
件
が
あ
っ
て
か 

ら
、
村
芝
居
は
や
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
以
後
は
、
柿
の
木
の
場
所
に
小 

屋
を
建
て
て
行
っ
た
、
買
い
芝
居
だ
っ
た
。

小
屋
を
作
る
に
も
、
学
校
の
床
板
を
は
が
し
て
き
て
舞
台
に
つ
か
っ
た
。
芝
居
が 

終
る
と
又
板
を
は
ぎ
、
も
っ
て
行
っ
て
く
ぎ
で
打
ち
つ
け
て
お
い
た
。•



買
い
芝
居
で
も
「
花
」
は
と
ら
な
か
っ
た
、
他
の
村
か
ら
来
る
者
が
「
花
」
を
紙 

に
二•

三
円
づ
つ
、

つ
つ
ん
で
木
戸
に
出
し
た
。

義
太
夫
は
、
明
治
末
頃
は
、
正
月
三
が
日
が
す
む
と
十
五
日
く
ら
い
練
習
し
た
。
 

師
匠
に
は
五
円
く
ら
い
払
っ
た
。
練
習
の
場
所
は
大
き
い
家
を
借
り
て
行
な
っ
た
。
 

草
津
の
小
林
さ
ん
を
一
年
、
大
笹
の
土
屋
ホ
ゥ
太
夫
は
、
め
く
ら
で
三
味
線
と
弾
き 

語
り
を
し
た"

長
野
原
の
大
津
処
太
夫
も
頼
ん
で
や
っ
た
。

3
 

干
俣
の
地
芝
居

諏
訪
神
社
の
境
内
、
正
面
の
鳥
居
の
左
側
の
松
の
所
に
舞
台
が
あ
っ
た
。

こ
こ
で 

一
月
ご
ろ
練
習
し
て
地
芝
居
を
し
た
。
そ
の
ご
こ
の
舞
台
が
焼
け
た
の
で
、
神
社
の 

後
方
の
道
上
に
舞
台
を
ぅ
つ
し
た
。
現
在
は
そ
の
場
所
は
畑
に
な
っ
て
い
る
。
「
舞
台 

屋
敷
」
と
呼
ん
で
い
る̂

芝
居
は
見
る
席
は
、
「
干
川
の
座
敷
」
と
い
ぅ
の
が
決
っ
て
い
て
、神
社
に
向
っ
て
左 

に
作
っ
て
あ
っ
た
。
義
太
夫
も
た
の
ん
で
き
て
練
習
も
し
た
。
衣
裳
は
借
り
て
来
て 

使
っ
た
。(

干
俣)

地
芝
居
に
つ
い
て
は
、
田
代
で
の
た
と
え
話
に
、

「
か
か
あ
の
名
前
と
ー 

ロ
浄
瑠
璃
は
知
ら
な
い
者
は
な
い
。
」

と
い
わ
れ
る
く
ら
い
各
地
で
盛
ん
で
あ
っ
た
。(

田
代)

民 

謡

伊

勢

参

唄

田
代
に
は
、
伊
勢
参
り
講
が
で
き
て
い
た
。
伊
勢
参
り
に
立
つ
の
は
、
春
気
候
が 

ょ
く
な
っ
て
か
ら
出
発
し
た◦

村
で
た
っ
た
一
人
だ
け
行
け
た
。
大
勢
希
望
者
が
あ
っ 

た
が
、
ク
ジ
び
き
で
他
の
者
は
行
け
な
か
っ
た
。
後
に
二
人
行
け
た
り
、
三
人
行
け 

た
り
し
た
。
男
だ
け
が
行
っ
た
〇

お
伊
勢
参
り
に
た
つ
と
き
は
、
「
ア
マ
ス
」(

新
し
い
も
の)

を
着
て
行
っ
た
。
 

当
時
は
お
伊
勢
参
り
は
、
村
で
も
一
大
行
事
で
あ
っ
た
。

① 

出
発
す
る
晩
。

② 

行
き
し
な
に
。

③ 

お
宮
参
り
。

④ 

帰
り
の
船
の
り
。

⑤ 

帰
っ
た
晩
。

以
上
五
回
祝
っ
た
。

こ
れ
を
「
五
つ
く
ら
」
と
い
っ
た
。
盛
大
に
祝
っ
た
の
は
、
帰 

っ
た
と
き
の
こ
と
で
あ
っ
た
、
神
社
の
庭
に
小
屋
を
作
り
、
小
屋
の
中
に
は
お
金
を 

あ
げ
た
。

伊
勢
参
り
に
行
っ
て
帰
っ
た
者
に
は
、
神
が
つ
い
て
く
る
の
で
、

こ
の
小
屋
に
神 

様
を
入
れ
、
小
屋
を
も
や
し
て
、
そ
の
け
む
り
で
神
を
返
す
の
だ
と
い
っ
た
。

こ
れ 

を

「
神
ば
な
れ
」
行
事
と
い
っ
た
。
神
ば
な
れ
が
済
む
と
、
小
屋
の
中
に
入
れ
て
お 

い
た
お
金
を
子
ど
も
は
夢
中
に
な
っ
て
さ
が
し
た
。

こ
の
金
を
み
つ
け
る
と
運
が
い 

い
と
い
っ
た
。
小
屋
を
も
や
し
た
火
と
灰
を
棒
で
か
き
ま
わ
し
て
、
わ
れ
先
に
と
さ 

が
し
た
。

そ
の
晩
は
、
近
所
親
せ
き
の
者
を
集
め
て
大
祝
宴
と
な
っ
た
。

こ
の
と
き
歌
っ
た
唄
に

伊

勢

参

唄(

そ
の
一)



ラ
ン
ン
プ
さ
ん

私
し
ゃ
あ
な
た
に

ホ
ヤ
、
ホ
ヤ
ほ
れ
た

な
に
し
て
ほ
れ
た

芯
の
あ
る
の
を
み
て

ほ
れ
た

金
の
あ
る
の
は
知
ら
な
く
て

金
に
つ
ら
れ
て 

お
る
わ
い
な

ナ
イ
タ
ネ 

ナ
イ
タ 

ナ
イ
タ

伊
勢
参
唄(

そ
の
二)

お
伊
勢
参
り
の
そ
の
日
の
生
れ

な
に
と
つ
付
ま
し
ょ

伊
勢
松
と
。
 

(

田
代)

男
だ
け
で
な
く
、
女
も
伊
勢
参
り
に
行
っ
た
、
女
は
抜
け
参
り
だ
っ
た
。
十
人
程 

で
組
ん
で
行
っ
た
。
女
が
抜
け
参
り
に
出
る
と
、
親
せ
き
や
近
所
の
も
の
が
荷
物
や 

金
を
も
っ
て
、
後
を
追
っ
て
女
に
と
ど
け
た
。

一
度
十
人
程
で
行
っ
た
女
た
ち
の
一 

人
が
途
中
で
死
亡
し
た
。
そ
の
た
め
に
全
員
伊
勢
参
り
か
ら
ひ
き
返
し
た
。

伊
勢
参
り
に
行
っ
た
者
の
家
に
、
村
人
が
集
ま
り
途
中
の
無
事
を
祈
る
た
め
に
、
 

お
ひ
ま
ち
を
行
っ
た
、
子
ど
も
に
は
、
か
ゆ
を
に
て
出
し
ふ
る
ま
っ
た
。

木

挽

歌

田
代
の
黒
岩
ス
グ
さ
ん
の
家
で
、
木
挽
を
信
州
か
ら
や
と
っ
て
、
木
を
挽
か
せ
て 

い
た
。
す
が
平
の
向
ぅ
の
「仁
礼
」
の
木
挽
だ
っ
た
。
四
人
程
だ
っ
た
。

こ
の
ほ
か
南
木
山
に
、
松
の
大
林
が
あ
り
そ
れ
を
挽
き
に
、
越
後
、
信
州
、
秩
父 

か
ら
木
挽
が
た
く
さ
ん
き
て
働
い
て
い
た
。
林
場
が
あ
り
そ
の
小
屋
に
二
十
人
か
ら 

三
十.

八
も
木
挽
が
住
ん
で
い
た
。

松
ば
か
り
か
、
落
葉
松
、
も
み
、
栗
が
主
で
あ
っ
た
。

十
二
尺
の
板̂

一
日
二
十
枚
程
ひ
い
た
。

一
枚
ひ
く
と
、
二
銭
か
三
銭
で
松
の
場 

合
、
松
の
ヤ
ニ
が
の
こ
に
つ
い
て
ひ
き
に
く
く
な
り
、
石
油
を
つ
け
て
ひ
い
た
。
板 

は
林
場
で
少
し
ほ
し
て
、
牛
や
馬
で
出
し
長
野
県
に
持
っ
て
行
っ
た
。

ま
た
袋
倉
で
は
、
う
さ
ぎ
山
に
大
小
屋
を
か
け
て
木
挽
が
働
い
て
い
た
、
こ
こ
の 

木
挽
は
県
外
の
も
の
で
な
く
、
大
笹
の
木
挽
き
職
人
が
来
て
い
た
。

小
屋
の
屋
根
は
、
か
や
ぶ
き
で
冬
は
上
に
土
を
も
り
、
入
口
だ
け
開
け
て
お
く
。小 

屋
の
中
に
は
、
ほ
だ
を
背
負
い
込
ん
で
お
き
、
火
を
も
し
た
。
ま
わ
り
は
ほ
と
ん
ど 

土
に
か
く
れ
て
い
る
程
、
小
屋
を
深
め
に
作
っ
て
お
き
、
寒
さ
を
ふ
せ
い
だ
。

原
木
も
寒
さ
が
し
み
て
し
ま
う
の
で
、
は
ば
七
尺
、
は
ば
九
尺
程
の
穴
を
掘
り
、
 

下
に
火
を
少
し
た
き(

お
が
く
ず
な
ど
も
や
す)

し
み
を
防
い
だ
。
木
が
し
み
る
と
、
 

ノ
コ
を
受
け
つ
け
な
か
っ
た
。

寒
中
で
も
小
屋
に
は
、
二
人
程
の
火
の
番
が
い
た
。
木
は
松
と
も
み
が
主
で
あ
っ 

た
。
食
事
は
自
分
で
に
て
た
べ
て
い
た
。
た
ま
に
塩
び
き
の
さ
け
を
く
う
程
度
で
、
 

な
っ
ぱ
、
た
く
わ
ん
な
ど
が
お
か
ず
だ
っ
た
。
し
か
し
め
し
は
一
人
で
一
升
は
く
っ 

た
。ひ

い
た
板
は
牛
に
つ
け
て
、
袋
倉
に
出
し
た
。
牛
に
三
十
六
枚
程
つ
け
た
。
 

木

挽

唄
(

そ
の
一)

一
、
元
じ
め
だ
い
こ
く

お
か
み
さ
ん
は
え
ベ
す(

え
び
す)

え
り
く
る
さ
ん
よ
ぐ
ち

ホ
ラ
福
の
神
よ

ア
す
る
こ
ん 

す
る
こ
ん

ーー、

ハ
ア
元
じ
め
金
か
せ

し
ん
か
い
り
よ
う
が

や
い
た
ょ

そ
れ
で
か
さ
な
け
り
ゃ

げ
ん
さ
い
さ
ん
の

は
り
だ
よ



ア
ー
ず
る
こ
ん
ず
る
こ
ん 

(

田
代)

木

挽

唄
(

そ
の
二)

木
挽
き
や
さ
ん
か
の

山
に
も
住
め
ど
よ

ハ
ア
ー
ず
い
こ
ん
ず
い
こ
ん

木
の
実
か
や
の
根

食
べ
は
せ
ぬ
よ

ア
ー
ず
り
こ
ん
ず
り
こ
ん
。
 

(

田
代)

端 

唄

私
も
こ
れ
か
ら

子
も
り
や
め
て

だ
ん
な
さ
ん
の
そ
ば
で

針
仕
事
。
 

(

扨
代)

一
、
は
だ
か
で
バ
ラ
も

背
負
い
ま
し
よ
ぅ

お
水
も
く
み
ま
し
よ

手
な
べ
も
さ
げ
ま
し
よ
。

,

二
、
こ
な
ば
こ
や
っ
こ
ら
さ
っ
と

歩
か
じ
ゃ
あ
る
ま
い

伊
勢
や
と
書
て
い
あ
る
。(

田
代)

ハ
ア
ー

奥
山
で
ひ
と
り
米
つ
く

あ
の
水
ぐ
る
ま

だ
れ
を
待
つ
や
ら

く
る
く
る
と

キ
タ
サ
ッ
タ
ラ 

ヨ
ィ
サ
ッ
サ
ー

こ
こ
で
も
ち
つ
ち
ゃ
い

ち
い
さ
が
た

そ
れ
で
も
主
さ
ん

長
野
県
。(

大
笹)

追

分

け

節

嬬
恋
各
地
は
、
か
つ
て
馬
方
で
生
計
を
た
て
て
い
た
者
が
、
非
常
に
多
か
つ
た
。
 

田
代
、
鎌
原
、
西
窪
地
区
な
ど
特
に
多
か
つ
た
。
行
く
先
は
ほ
と
ん
ど
信
州
だ
つ
た
。
 

一
頭
の
馬
に
、
す
み
四
俵(

一
俵
七
貫)

を
つ
け
て
行
き
、W

り
は
信
州
か
ら
米
六 

升
五
合
か
つ
て
く
る
。

一
頭
引
き
の
馬
子
も
い
る
が
、
二
頭
か
ら
三
頭
の
馬
を
一
人 

で
ひ
く
者
も
い
た
。
田
代
の
宮
崎
弁
重
さ
ん
は
、
三
頭
の
馬
を
ひ
い
て
、
馬
子
仲
問 

か
ら
あ
が
め
ら
れ
た
。

一
日
に
一
頭
の
馬
が
五
十
銭
働
い
た
。

二
頭
以
上
馬
を
ひ
く
場
合
は
、
二
頭
目
と
三
頭
目
の
馬
の
首
に
鈴
を
つ
け
た
。
道 

中
馬
が
逃
げ
て
も
鈴
の
音
で
そ
れ
を
知
る
た
め
だ
つ
た
。
鈴
は
大
き
い
も
の
で
あ
つ 

た
。鳥

居
峠
の
難
所
で
は
、
つ
み
に
で
馬
の
背
が
痛
む
の
で
、
く
ら
の
下
に
「
し
と
」
 

の
よ
い
も
の
を
入
れ
て
、
背
の
痛
み
を
防
い
だ
。

炭
は
門
貝
で
か
い
そ
れ
を
信
州
の
大
日
向
か
、
渋
沢
、
真

IH
に
も
つ
て
い
つ
た
。
 

炭
ば
か
り
か
、
木
挽
の
ひ
い
た
板
も
は
こ
ん
だ
。

冬
に
な
る
と
日
が
短
い
の
で
、
朝
五
時
頃
に
田
代
を
た
つ
て
も
、
帰
り
は
真
暗
だ 

つ
た
。
寒
い
ネ
コ
ズ
キ
ン
を
か
ぶ
り
、
赤
げ
つ
と
ぅ
を
か
け
て
行
つ
た
。
寒
い
と
き 

は
、
馬
も
馬
方
も
大
変
な
の
で
、
ほ
と
ん
ど
馬
子
唄
は
歌
わ
な
か
つ
た
。

ま
た
、
西
窪
で
は
ほ
と
ん
ど
の
馬
子
が
、
大
日
向
に
行
つ
た
。
荷
は
炭
と
板
、
よ 

し
で
あ
つ
た
。
よ
し
は
干
し
あ
げ
七
十
セ
ン
チ
程
の
束
に
し
て
、
四
わ
つ
け
た
。
 

馬
の
く
つ
が
切
れ
る
と
、
馬
子
は
く
つ
き
り
が
ま
を
腰
に
さ
し
て
お
き
、
ひ
も
を
き 

つ
て
は
新
し
い
馬
ぐ
つ
と
と
り
か
え
た
。



馬
の
く
つ
は
、
女
は
作
ら
な
か
っ
た
。
男
の
老
人
か
馬
方
が
作
っ
た
。
馬
の
荷
の 

外
に
馬
方
の
わ
ら
じ
、
馬
の
く
つ
、
う
ま
の
え
さ
入
れ
「
し
ぐ
つ
」
を
つ
け
た
。
荷 

以
外
の
こ
う
し
た
荷
物
が
つ
く
の
で
雪
の
日
な
ど
は
大
変
で
あ
っ
た
。

馬
の
荷
を
信
州
に
つ
い
て
降
す
と
き
、
馬
の
え
さ
を
や
っ
た
。
「
し
ぐ
つ
」
を
馬
の 

首
に
つ
る
し
て
や
っ
た
。
荷
を
降
す
以
外
に
え
さ
を
く
れ
て
い
る
と
、
帰
宅
が
お
く 

れ
る
か
ら
な
の
だ
。

馬
子
の
仕
度
は
、
冬
は
も
も
ひ
き
、
わ
ら
じ
を
は
き(

か
け
わ
ら
じ)

は
ら
が
け 

に
は
ん
て
ん
を
着
る
。
夏
は
し
る
し
ば
ん
て
ん
と
、
は
ら
が
け
で
軽
装
で
あ
り
馬
子 

唄
は
、
春
か
ら
秋
ま
で
道
中
で
う
た
っ
た
。

馬
子
唄

ハ
ア
浅
間
根
ご
し
の

焼
野
の
小
砂
利

ホ
ラ 

ハ
イ

あ
や
め
さ
け
と
は

し
お
ら
し
い

ホ
ラ
、

ハ
イ
ホ
ラ
と
。
 

(

西
窪)

小
諸
出
て
み
る

浅
間
の
山
に
ょ

今
朝
も
け
む
り
が

三
す
じ
た
つ

ホ
イ 

ホ
イ 

(

田
代)

四
、
わ

ら

べ

唄
(

老
人
か
ら
の
採
集)

十
日
夜

十
日
夜
は
ょ
い
も
ん
だ

朝
そ
ば
き
り
に
ひ
る
だ
ん
ご

夕
め
し
く
っ
ち
や
あ

腹
だ
い
こ
。
 

(

各
地)

藁
鉄
砲
の
芯
に
は
、
み
よ
う
が
を
入
れ
自
分
の
家
の
ま
わ
り
を
打
っ
て
歩
い
た
。
 

特
別
料
理
と
し
て
、
も
ち
を
つ
い
た
。
「
た
ち
う
す
」
の
中
に
そ
の
も
ち
を
入
れ
、
か 

か
し
を
た
て
て
祝
っ
た
。

よ
う
ご
の
唄

藤
の
花
の
咲
く
頃
、
川
で
ょ
う
ご
が
飛
び
上
っ
た
り
し
た
。
特
に
夕
方
が
盛
ん
、
 

木
の
枝
を
も
っ
て
そ
の
よ
う
ご
を
打
ち
落
す
、
た
く
さ
ん
と
り
た
く
て
夢
中
に
な
っ 

て
と
り
合
っ
た
。
こ
の
と
き
歌
う
唄
。

よ
う
ご
も
こ
う
よ

力
ん
な
も
こ
う
よ

か
ん
な
川
原
に

水
の
み
こ
う
よ
。

昔
は
た
く
さ
ん
吾
妻
川
に
い
た
が
今
は
少
な
い
。

ま
り
つ
き
唄(

か
が
り
ま
り
つ
き)

蠕
恋
の
ま
り
つ
く
り
は
、
県
内
で
も
め
ず
ら
し
い
、
芯

に

「
ヤ
マ
カ
マ
ス
」
の
中 

に
あ
ず
き
を
一
つ
ぶ
入
れ
、
そ
の
ま
わ
り
に
干
し
た
ぜ
ん
ま
い
の
綿
を
卷
く
。
更
に 

そ
れ
を
布
に
く
る
み
、
駄
菓
子
屋
か
ら
か
っ
た
「
か
が
り
糸
」
で
、
あ
さ
の
葉
や
、
 

お
も
だ
か
、
き
き
よ
う
な
ど
の
も
よ
う
を
か
が
る
。
五
色
の
糸
で
か
が
る
の
で
実
に

か
が
っ
た
ま
り
に
、
三
十
セ
ン
チ
程
の
長
さ
の
細
い
ひ
も
を
つ
け
る
、
ひ
も
も
く 

さ
り
あ
み
に
し
た
。
そ
の
先
端
を
持
っ
て
つ
く
、
ま
り
を
つ
き
そ
こ
ね
て
も
、
ひ
も 

が
つ
い
て
い
る
の
で
、
逃
げ
ら
れ
な
く
て
す
ん
だ
と
い
う
。

ま

た

「
ヤ
マ
カ
カ
ス
」
の
中
の
あ
づ
き
の
音
が
、
か
が
り
ま
り
を
つ
く
た
び
に
、
 

か
ら
か
ら
と
鳴
っ
て
、
し
か
も
そ
れ
が
か
ん
高
い
音
な
の
で
、
つ
く
の
に
リ
ズ
ム
が 

ム
ロ
っ
て
、
つ
き
よ
か
っ
た
と
い
う
。

ふ
ん
ど
や
ぶ
ん
ど
や



一
ち
よ
め
と
ぷ
ん
ど
や

二
ち
よ
め
と
ぶ
ん
ど
や

三
ち
よ
め
と
ぶ
ん
ど
や

四
ち
よ
め
と
ぶ
ん
ど
や

五
ち
よ
め
と
ぶ
ん
ど
や

六
ち
よ
め
と
ぷ
ん
ど
や

七
ち
よ
め
と
ぶ
ん
ど
や

八
ち
よ
め
と
ぶ
ん
ど
や

九
ち
よ
め
と
ぶ
ん
ど
や

十
ち
よ
め
と
ぶ
ん
ど
や

Ay ̂07 
〇-

一
ち
よ
め
と
す
す
り

(

十
ち
よ
め
ま
で
歌
う)

ま
わ
し
ま
わ
し

一
ち
よ
め
と
ま
わ
し

(

十
ち
よ
う
め
ま
で
歌
う) 

(

各
地)

こ
の
ま
り
の
つ
く
り
方
と
、
こ
の
唄
は
蠕
恋
各
地
で
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
 

各
部
落
で
孫
集
で
き
た
。

ま
り
も
あ
ま
り
は
ず
ま
な
い
の
で
、
座
っ
て
つ
い
た
。

ま
り
つ
き
唄(

座
り
ま
り
つ
き)

ご
む
ま
り
が
は
や
り
は
じ
め
た
の
は
、
明
治
の
終
り
頃
で
あ
っ
た
。
ご
む
ま
り
は
、
 

貧
し
い
家
の
子
は
持
て
な
か
っ
た
。
ぜ
ん
ま
い
の
綿
で
作
っ
た
の
が
多
か
っ
た
。
 

お
正
月
は
お
め
で
た
い

竹
や
松
で
門
ま
つ
り

か
ざ
り
の
下
か
ら
出
た
鳥
は

羽
根
が
十
六
、
目
が
三
つ

目
が
三
つ
で
あ
っ
た
と
さ

石
や
ご
ろ
の
真
中
で

だ
れ
と
だ
れ
で
石
な
げ
た

男
の
子
ど
も
石
な
げ
た

男
の
子
ど
も
に
く
い
な

女
の
子
ど
も
か
わ
い
な

そ
れ
か
ら
な
ま
ず
に
橋
か
け
て

な
ま
ず
の
お
じ
ょ
ろ
に
と
め
ら
れ
て

せ
き
だ
せ
き
だ
で
歩
ん
で
や
る

せ
き
だ
せ
き
だ
で
い
や
な
れ
ば

右
の
お
足
で
ふ
ん
で
や
る

右
の
お
足
が
い
や
な
れ
ば

左
の
お
足
で
ふ
ん
で
や
る

こ
れ
で
一
貰
か
し
ま
し
た
。(

今
井)

お
手
玉
う
た

お
手
玉
の
こ
と
を
、
あ
や
玉
と
い
っ
た
。
袋
の
中
に
は
、
あ
ず
き
を
入
れ
た
。
あ 

ず
き
は
大
事
な
も
の
だ
っ
た
の
で
、
家
の
者
の
目
を
か
す
め
て
入
れ
た
。
大
豆
を
入 

れ
た
り
、
と
う
も
ろ
こ
し
を
入
れ
た
り
し
た
者
も
い
た
が
、
音
が
悪
い
の
で
友
だ
ち 

は
借
り
て
し
な
か
っ
た
。
や
は
り
あ
ず
き
が
い
い
音
が
し
た
。
あ
や
玉
を
五
つ
も
っ 

て
す
る
者
が
最
高
に
上
手
だ
っ
た
。
あ
ず
き
の
変
り
に
、
さ
ん
し
ょ
う
の
実
を
入
れ 

た
が
、
あ
や
の
袋
が
、
さ
ん
し
ょ
う
の
実
の
油
で
き
た
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
油
っ 

ぽ
く
て
う
ま
く
で
き
な
か
っ
た
。
「き
み
」
を
入
れ
て
も
音
が
悪
く
て
だ
め
で
あ
っ
た
。
 

ひ
い
ふ
の
し
こ
さ
ん

何
で
金
た
め
た

ひ
い
ふ
で
た
め
た

一
丈
、
二
丈

三
丈
さ
く
ら

四
丈
よ
う
な
ぎ



五
丈
ご
う
ぼ
う 

(

今
井)

一
丈
と
か
丈
の
つ
く
唄
の
と
こ
ろ
で
、
高
く
お
手
玉̂

空
中
に
あ
げ
た
。
五
丈
ま 

で
で
き
き
る
と
相
手
に
一
貰
か
し
た
こ
と
に
な
る
。

と
ん
び
の
唄

秋
か
ら
冬
に
か
け
て
、
と
ん
び
は
群
を
な
し
て
来
た
。
一
年
中
い
た
と
ん
び
が
あ
っ 

た
。
と
ん
だ
が
廻
っ
て
い
る
と
き
は
、

へ
び
を
み
つ
け
て
い
る
ん
だ
な
ど
と
も
い
っ 

た
。

と
ん
び
と
ろ
ろ

赤
い
羽
根
落
せ
。(

今
井) 

.

か
ら
す
の
唄

今
井
で
は
葬
式
の
と
き
墓
場
の
だ
ん
ご
を
か
ら
す
が
く
う
の
は
よ
い
と
い
っ
て
い 

た
。
墓
場
の
だ
ん
ご
を
か
ら
す
が
く
う
と
、
死
ん
だ
人
の
ご
せ
え
が
よ
い
か
ら
だ
と 

い
っ
て
い
た
。

力
ら
す
力
ら
す

あ
れ
あ
と
み
れ
ば

鉄
砲
ぶ
ち
が

ね
ら
う
、
ね
ら
う 

(

今
井)

子
守
り
唄

子
守
り
は
楽
の
よ
う
で
つ
ら
い
も
の
。

雨
風
吹
い
て
も
宿
は
な
い
。

-

人
の
軒
端
で
日
を
暮
ら
す
。

で
ん
で
ん
大
鼓
に
笙
の
笛
。

た
た
い
て
み
よ
う
か
ド
ン
ド
ン
と
。

吹
い
て
み
せ
よ
う
か
ピ
ョ
ピ
ョ
と
。
 

(

大
笹)

五

子

ど

も

の

遊

び

1

女
の
子
の
遊
び

ま
り
つ
き 

ぜ
ん
ま
い
の
綿̂

ほ
し
た
の̂

芯
に
入
れ
て
、
色
々
な
糸
で
か
が
っ 

て
作
っ
た
マ
リ̂

使
っ
た
。
ゴ
ム
は
貴
重
品
で
ふ
つ
う
の
家
の
女
の
子
の
手
に
は
入 

ら
な
か
っ
た
。(

今
井)

ま
り 

昔
は
ゴ
ム
マ
リ
が
な
か
っ
た
の
で
、
自
分
で
作
っ
た
〇
虫
の
す
で
、
ま
ゆ 

の
ょ
う
な
シ
キ
ミ
の
中
に
、
石
か
豆
を
入
れ
る
と
い
い
音
が
し
た
。
外
を
色
糸
で
か 

が
っ
た
。(

三
原)

シ
ナ
ダ
マ
ツ
キ 

お
手
玉
の
こ
と
、
五
箇
く
ら
い
の
玉
を
使
っ
て
、
歌
を
う
た
い 

な
が
ら
や
っ
た
。(

鎌
原)

ア
ヤ 

お
手
玉
。
中
に
ァ
ズ
キ
を
入
れ
る
。(

今
井)

ア
ジ
ト
リ
ア
ヤ
ト
リ
の
こ
と
。(

今
井)

オ
ン
バ
コ
ま
ま
ご
と
遊
び
。(

今
井)

お
ヒ
ト
ツ 

小
さ
い
石
を
五
箇
そ
ろ
え
て
お
い
て
遊
ぶ
。
最
初
は
オ
ヒ
ト
ッ
で
、
 

ひ
と
つ
投
げ
上
げ
て
お
い
て
そ
の
間
に
下
に
お
い
た
小
石
を
ひ
と
つ
拾
う
。
オ
フ
タ 

ッ
で
ふ
た
つ
づ
つ
並
べ
て
お
い
て
ひ
と
つ
を
上
げ
て
ふ
た
つ
拾
い
、
オ
ミ
ッ
ッ
の
と 

き
は
三
個
と
一
個
に
並
べ
て
お
く
。
ひ
と
つ
上
げ
て
そ
の
間
に
三
つ
を
と
る
。
オ
ョ 

ン
ッ
の
と
き
は
、
全
部
を
ま
と
め
て
お
き
、
ひ
と
つ
上
げ
て
残
り
の
四
個
全
部
を
と 

る
。
最
後
は
オ
ス
テ
ン
パ
ラ
リ
ン
と
い
っ
て
五
個
全
部
を
み
ん
な
投
げ
て
、
落
ち
て 

く
る
と
こ
ろ
を
一
度
に
全
部
つ
か
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
〇 

一
つ
で
も
落
ち
れ
ば
最 

初
か
ら
や
り
な
お
し
を
し
た
。(

鎌
原)

小
石
を
五
つ
使
い
、
小
石
を
一
つ
ほ
う
り
あ
げ
て
い
る
間
に
、

一
つ
拾
い
、
次
に 

又
一
つ
ほ
う
り
あ
げ
て
二
つ
拾
い
、
次
に
は
三
つ
拾
い
、
四
つ
拾
う
。
最
後
ま
で
で 

き
る
と
あ
が
り
に
な
る
。(

今
井)

植
物
を
使
う
遊
び



萱
の
豆
ト
ン
ビ
、
ト
ト
ロ
、

マ
イ
マ
ッ
テ
ミ
セ
ロ
、
と
萱
の
豆
を
割
っ
て
と
び 

あ
が
ら
せ
る
。(

門
貝)

チ
ン
コ
ロ
グ

サ(

オ
キ
ナ
グ
サ)

花
び
ら
の
落
ち
た
あ
と
の
毛
を
な
め
る
と
筆 

の
よ
う
に
な
る
。
ま
た
そ
れ
を
両
手
で
こ
す
る
と
、
二
つ
に
分
れ
て
ビ
ン
タ
ボ
の
よ 

う
に
な
る
。

ヨ
メ
サ
ン
、

ヨ
メ
サ
ン
、
ビ
ン
タ
ボ
お
と
り

と
い
っ
て
遊
ぶ
〇(

門
貝)

藤
の
と
う
の
童
唄 

ホ
ー
キ
ノ
ホ
ー
ジ 

ジ
ャ
ホ
ー
ジ 

ハ
ヤ
ー
ク
デ
ロ
ミ
ズ 

ク
レ
ル(

田
代)

あ
け
び 

あ
け
び
の
花
を
、
掌
の
上
に
の
せ
て
、
じ
じ
ば
ば
寝
て
れ
、
嫁
丈
起
き 

て
機
織
れ
、
婿
は
起
き
て
市
へ
い
け(

臼
ひ
け)

と
い
う(

芦
生
田)

ジ
ジ
イ
バ
バ
ア
ネ
テ
ロ

ア
ニ
ハ
オ
キ
テ
市
へ
イ
ケ

ヨ
メ
ハ
オ
キ
テ
火
ヲ
モ
セ(

田
代)

ア
ケ
ビ
の
花
を
手
の
ひ
ら
に
の
せ
て
、
ジ
ジ
バ
バ
寝
て
ろ 

嫁
は
起
き
て
火
然
せ 

兄
は
市
い
げ 

オ
ト
ッ
サ
ン
は
起
き
て
薪
割
れ 

と
い
っ
て
指
で
つ
つ
い
て
言
う
こ 

と
を
き
か
せ
る
。(

門
貝)

猫
足
の
お
膳 

子
供
た
ち
は
、
オ
ゼ
ン
バ
ナ
の
花
び
ら
四
枚
を
組
み
合
せ
て
、
猫 

足
の
お
膳
を
作
っ
て
、
ま
ま
ご
と
を
し
た
。(

門
貝)

ト
ケ
ッ
チ
ョ
の
葉
で
嫁
を
つ
く
る
。

ト
ノ
ゴ
サ
ン
柿
の
花
で
つ
く
る
〇 
(

門
貝)

ぐ
っ
つ
き 

栃
の
実
を
、
数
個
地
面
に
ま
い
て
、
ビ
ー
玉
あ
そ
び
の
よ
う
に
す
る
。

(

三
原)

ト
チ
マ
ン
ブ
ク 

栃
の
実
を
磨
っ
て
、
中
の
身
を
ほ
り
出
し
て
、
水
に
溶
か
す
。
 

麦
わ
ら
に
つ
け
て
吹
く
と
、
し
ゃ
ぼ
ん
玉
の
よ
う
な
も
の
が
で
き
る
。
松
や
に
を
入 

れ
る
と
、
赤
や
紫
や
青
の
色
が
出
る
。(

三
原)

く

る

み

笛

く
る
み
の
か
ら
を
磨
っ
て
、
中
の
身
を
出
し
、
笛
に
す
る
。(

三
原.)

2

、
男
の
子
の
遊
び

た
こ
あ
げ
大
正
十
年
頃
は
、
五
月
の
節
供
に
大
前
、
西
窪
、
三
原
の
子
供
た
ち 

が
た
こ
あ
げ
場
に
集
ま
っ
て
競
争
し
た
も
の
だ
。
た
こ
は
作
る
も
の
も
買
う
も
の
も 

い
た
。
文
字
だ
こ
と
絵
だ
こ
が
あ
っ
て
、
竜
の
文
字
や
清
正
の
絵
な
ど
あ
っ
た
。
骨 

は
竹
で
紙
は
美
濃
紙
を
使
っ
た
。
十
畳
、
二
十
畳
の
大
き
な
た
こ
は
「
水
を
く
む
か 

ら
気
を
つ
け
ろ
」
と
い
っ
た
。
糸
を
引
く
の
が
む
づ
か
し
か
っ
た
。
た
こ
に
は
メ
ダ 

コ
と
オ
ダ
コ
と
あ
る
〇
た
こ
あ
げ
の
歌
は
、

た
こ
た
こ
あ
が
れ 

天
ま
で
あ
が
れ

風
よ
く
う
け
て 

空
ま
で
あ
が
れ

五
月
節
供
に
た
こ
は
美
濃
紙
二
枚
く
ら
い
の
大
き
さ
で
、
し
っ
ぽ
は
六
尺
か
ら
一 

丈
の
長
さ
の
を
三
本
、
十
〜
二
十
丈
の
糸
で
、
「
タ
コ
タ
コ
あ
が
れ
、
天
ま
で
あ
が
れ
、
 

風
よ
く
う
け
て
空
ま
で
あ
が
れ
」
と
う
た
い
な
が
ら
高
く
あ
げ
た
。

西
窪
に
は
竹
が
な
い
の
で
、売
り
に
来
た
も
の
を
買
う
こ
と
が
多
か
っ
た
。(

西
窪) 

コ
マ
ま
わ
し 

コ
マ
は
自
分
た
ち
で
つ
く
る
。
細
長
い
よ
う
な
コ
マ
を
つ
く
り
、
 

な
わ
を
か
け
て
投
げ
る
よ
う
に
し
て
ま
わ
す
。
時
間
の
長
い
方
が
よ
い
〇
コ
マ
は
公 

の
木
で
つ
く
る
。(

鎌
原)

ク
ギ
ゥ
チ(

念
木)

長
い
の
は
二
尺
、
短
い
の
も
あ
っ
て
相
手
の
も
の
を
倒
す
。
 

畑
で
す
る
。

く
田
代)

オゼンバナ(門貝) 
——ツリフネソウ—— 

(撮影中村和三郎)

オゼンバナの花びらで 

作った猫足のお膳(門 

貝)(撮影中村和三郎)



弓 

マ
ユ
ミ
の
木
で
弓
を
つ
く
り
、
カ
ア
ッ
ォ(

麻)

で
つ
る
を
つ
く
る
。

ヨ
シ 

か
カ
ヤ
で
矢
を
つ
く
り
、
カ
ヤ
の
ミ
ゴ
へ
カ
ヤ
の
根
元
の
ほ
う
の
太
い
と
こ
ろ
を
一 

寸
く
ら
い
さ
し
こ
ん
で
、
重
み
を
つ
け
た
り(

矢
じ
り
に
す
る)

し
た
。(

鎌
原) 

パ

ッ

チ

ン(

メ
ン
コ)

ブ
ッ
ケ
と
も
い
う
。

ケ
ン
ッ 

板
の
上
に
筋
を
つ
け
て
お
き
、
パ
ッ
チ
ン
を
は
っ
て
お
い
て
、
そ
の
中 

か
ら
出
す
争
い
の
こ
と
。

オ
コ
シ
ッ
コ 

相
手
の
を
裏
返
し
に
し
て
し
ま
え
ば
と
れ
る
。

ハ
ン
テ
ン
を
使
っ 

て
そ
の
風
で
出
す
と
う
ま
く
ゆ
く
。

ハ
 

ン
テ
ン
ナ
シ
と
い
う
の
も
あ
る
。
 

プ
ッ
ッ
ン 

人
の
も
の
の
下
に
自
分
の
パ
ッ
チ
ン
の
端
を
入
れ
て
お
い
て
、
爪
で 

は
じ
い
て
相
手
の
も
の
を
か
え
す
と
と
れ
る
。

戸
ブ
ッ
ッ
ケ 

パ
ッ
チ
ン
を
も
っ
て
戸
板
に
ぶ
つ
け
て
、
相
手
の
も
の
ょ
り
も
遠 

く
へ
と
ぶ
と
相
手
の
も
の
を
と
れ
る
。
と
ば
な
い
と
き
は
そ
の
ま
ま
に
し
て 

お
い
て
次
の
人
が
や
る
。(

鎌
原)

ヒ
ッ
ッ
ミ
ッ
ク
ラ 

ニ
人
以
上
で
組
に
な
り
、
手
を
重
ね
な
が
ら
、
手
の
甲
を
、
 

ィ
チ
バ
ン
、1

「
、ハ
ン
、
サ
ン
バ
ン
と
つ
ね
っ
て
重
ね
、
九
番
が
ク
マ
ン
バ
チ
で
強
く
、
 

十
番
は
ダ
ン
ゴ
バ
チ
と
い
っ
て
も
っ
と
も
強
く
つ
ね
る
の
で
泣
き
た
い
ぐ
ら
い
痛 

か
っ
た
。(

鎌
原)

キ
リ
ッ
コ(

チ
ャ
ン
バ
ラ)

篠
竹
や
細
い
棒
き
れ
で
や
る
。
子
守
り
を
し
て
い 

な
が
ら
や
っ
て
、
本
気
で
た
た
い
て
し
ま
っ
て
泣
い
て
帰
ら
れ
て
困
る
こ
と
も
お
き 

た
。(

鎌
原)

ア
シ
コ
ン
コ
ン 

地
面
に
〇
を
か
い
て
お
き
、
シ
ン
ゴ(

片
足
と
び)

を
か
き
、
 

上
げ
た
足
は
片
手
で
つ
か
ん
で
い
て
体
を
相
手
に
ぶ
つ
け
て
〇
の
中
か
ら
突
き
出
す 

と
勝
つ
遊
び
。
勝
ち
抜
き
で
や
り
、
何
人
抜
き
を
や
っ
た
。(

鎌
原)

手
ば
た
き 

二
人
で
向
き
合
っ
て
組
に
な
り
、
手
を
上
下
に
重
ね
て
お
い
て
、
順 

番
に
手
を
重
ね
な
が
ら
た
た
い
て
ゆ
く
。(

鎌
原)

ベ
—
ス
ボ
ー
ル 

明
治
四
十
二
、
三
年
こ
ろ
学
校
の
庭
で
や
っ
た
。
そ
れ
以
後
し 

ば
ら
く
や
ら
な
か
っ
た
。

野
球
と
い
う
ょ
う
に
な
る
の
は
つ
い
最
近
の
こ
と
に
な
る
。(

鎌
原)

陣
と
り
陣
地
に
棒̂

立
て
て
お
き
、
二
組
に
分
れ
て
相
手
の
棒
を
と
っ
て
く
れ 

ば
滕
ち
。(

鎌
原)

3

、
野
や
山
の
遊
び

螢
狩
り 

白
は
ぎ
で
つ
く
っ
た
ほ
う
き
を
持
っ
て
上
河
原
の
田
ん
、まC

と
っ
こ
。
 

と
っ
た
螢
は
ム
ギ
ヮ
ラ
で
作
っ
た
螢
ヵ
ゴ
に
入
れ
た
り
、
ネ
ギ
の
葉
に
入
れ
た
。
ネ 

ギ
に
入
れ
る
と
中
で
光
る
の
が
き
れ
い
に
み
え
る
。

ほ
、
ほ
、
ほ
た
る
来
い 

こ
ち
ら
の
水
は
甘
い
ぞ
。
あ
ち
ら
の
水
は
か
ら
い
ぞ
。
ほ
、
 

ほ
、
ほ
た
る
こ
い
。

と
唄
い
な
が
ら
お
い
か
け
る
。

晴
れ
た
日
の
ほ
う
が
よ
く
出
る
。(

西
窪)

螢
と
り 

螢
は
七
月
中
旬
が
盛
り
で
、
西
窪
で
は
、
上
川
原
、
中
川
原
、
前
川
原 

が
螢
か
り
場
だ
と
さ
れ
、
よ
く
と
り
に
行
っ
た
。
五
十
年
く
ら
い
前
ま
で
は
、
子
供 

た
ち
は
麦
わ
ら
で
螢
か
ご
を
編
ん
だ
も
の
だ
。
ネ
ギ
の
袋
に
入
れ
る
子
供
も
い
た
。
 

庭
や
台
所
を
は
く
ハ 

ギ
の
ほ
う
き
や
竹
ぼ
う
き
を
持
っ
て
螢
を
つ
か
ま
え
た
。
ィ 

シ
ボ
ー
タ
ル
は
大
き
か
っ
た
。
い
ま
は
螢
も
少
な
く
な
っ
た
。
螢
と
り
の
歌
は
、
 

ほ
一
ほ
一
ほ
一
た
る
こ
い

こ
ち
ら
の
水
は
あ
一
ま
い
ぞ

あ
ち
ら
の
水
は
か
一
ら
い
ぞ

ほ

一

ほ

一

ほI

た
る
こ
い(

西
窪)

チ
ョ
ウ
チ
ョ
ウ 

蚕
の
糸
あ
み
を
持
ち
出
し
て
と
っ
た
。
い
け
な
い
と
い
わ
れ
て 

い
る
の
を
持
ち
出
す
の
だ
か
ら
み
つ
か
る
と
叱
ら
れ
た
り
し
た
。(

鎌
原)

ト
ン
ボ
ツ
リ 

ム
ギ
コ
と
フ
ス
マ
を
い
っ
し
よ
に
ね
っ
て
モ
チ
を
つ
く
り
、
竹 

の
先
に
つ
け
て
、
ト
ン
ボ
ツ
リ
を
し
た
。
ト
ン
ボ
に
は
、
シ
ョ
ウ
フ
リ
ド
ン
ボ
、
フ 

ジ
マ
キ
、
赤
ト
ン
ド
、
羽
根
グ
ロ
ド
ン
ボ
、
メ
ク
ラ
ド
ン
ボ
、
ボ
ン
サ
ン
ド
ン
ボ
な 

ど
が
い
る
。

フ
ジ
マ
キ
は
数
が
少
な
い
.0(

西
窪)

麦
の
ふ
す
ま
を
ロ
の
中
に
入
れ
て
か
ん
で
い
る
と
、
ふ
す
ま
の
中
に
あ
る
も
の
が 

も
ち
に
な
る9

こ
れ
で
、
と
ん
ぼ
を
つ
る
。
沢
の
と
こ
ろ
で
待
ち
ぶ
せ
し
て
い
る
と
、



か
な
ら
ず
^}
っ
て
く
る
。
と
ん
ぼ
に
は
、
フ
ジ
マ
キ•

シ
ョ
ー
フ
リ•

オ
ニ
ト
ン
ボ• 

ボ
ン
ト
ン
ボ.

ク
ル
マ
ト
ン
ボ.

メ
ク
ラ
ト
ン
ボ
な
ど
が
い
る
。(

三
原)

ト
ン
ボ
は
、
小
麦
を
ロ
の
中
で
か
ん
で
モ
チ
を
つ
く
っ
て
と
っ
た
。
し
っ
ぽ
を
切
っ 

て
草
花
で
も
さ
し
て
と
ば
せ
た
り
し
た
。(

鎌
原)

ト
ン
ボ
ッ
リ
の
と
き
は
、
六
尺
棒
の
先
に
モ
チ
を
つ
け
て
と
る
。

モ
チ
は
小
麦
の
フ
ス
マ
を
も
ん
で
つ
く
る
。(

西
窪)

魚
と
り 

川
ぼ
し
を
や
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
や
ま
め
よ
り
ほ
か
の
魚
は
い
な
い
。
 

手
で
つ
か
め
る
く
ら
い
で
、
釣
り
な
ど
は
な
か
っ
た
。(

鎌
原)

蜂
の
巣
と
り 

ど
じ
ょ
う
を
細
か
く
切
っ
て
、
綿
を
つ
け
て
く
わ
え
さ
せ
て
追
っ 

か
け
る
。
あ
ま
り
遠
走
り
し
な
い
。
硫
黄
の
く
だ
い
た
の
を
、
ヵ
ン
ヵ
ン
に
入
れ
て
、
 

火
を
つ
け
る
と
、
硫
黄
っ
け
で
目
を
廻
す
。

マ
マ
に
あ
る
蜂
の
穴
に
、
花
火
に
火
を 

つ
け
て
、
つ
っ
こ
む
。
煙
で
目
を
廼
す
よ
ろ
に
な
っ
た
と
こ
ろ
を
掘
る
。
お
す
と
、
 

ち
く
り
と
や
ら
れ
る
の
で
、
す
っ
裸
に
な
っ
て
取
る
。
刺
さ
れ
た
ら
、
歯
く
そ
を
つ 

け
た
り
、
小
便
を
つ
け
る
。
ま
た
刺
し
た
蜂
の
蜜
を
嘗
め
れ
ば
い
い
。
蜂
が
追
っ
て 

く
る
と
、
口
笛
を
ヒ
ョ
ー
ヒ
ョ
ー
と
吹
く
。(

三
原)

雪
の
中
の
あ
そ
び 

冬
は
雪
も
多
か
っ
た
し
、
寒
か
っ
た
。
親
た
ち
は
、
冬
は
一 

月
い
っ
ぱ
い
寝
食
い
だ
っ
た
が
、
昔
の
子
ど
も
た
ち
は
、
雪
ダ
ル
マ
や
、
雪
ト
ン
ネ 

ル
を
つ
く
っ
て
遊
ん
だ
。
二
月
い
っ
ぱ
い
は
裏
通
り
で
ス
キ
—
が
で
き
た
。(

大
前)

う
さ
ぎ
追
い 

初
雪
が
降
る
と
み
ん
な
出
て
や
る
。
大
人
が
や
る
も
の
で
、
子
ど 

も
た
ち
は
ヮ
ナ
を
か
け
た
。
う
さ
ぎ
の
通
る
道
は
き
ま
っ
て
い
る
の
で
そ
こ
に
わ
な 

を
か
け
て
お
き
、
追
い
ま
わ
す
と
必
ら
ずM

っ
て
く
る
の
で
う
ま
く
か
か
っ
た
。
わ 

な
の
場
所
は
秘
密
で
、
他
人
に
は
話
さ
な
か
っ
た
。(

鎌
原)

4

、
そ
の
他
の
遊
び

ゾ
ゥ
リ
と
り 

ぞ
う
り
を
片
方
ず
つ
出
し
て
並
べ
て
お
き
、
「
ド
ゥ
リ
キ
ン
ジ
ョ 

オ
タ
マ
ガ
シ
ョ
ク
シ
ョ
ク
オ
タ
マ
ガ
シ
ョ
ク
シ
ョ
ク
ヮ
ガ
モ
ガ
セ
イ
キ
ニ
ズ
イ 

ヨ
シ
ノ
ケ
イ
ロ 

ト
セ
イ
ヨ 

ジ
ロ
サ
ン
タ
ロ
サ
ン
キ
メ
ト
ク
レ
」
と
い
い
な
、：

A

ら 

指
さ
し
て
ゆ
き
、
と
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
ひ
と
つ
と
る
の
で
、
し
ま
い
ま
で
残
っ
た
の

が
ょ
か
っ
た
。(

鎌
原)

ウ
シ
ッ
ピ
キ
双
六
と
同
じ
ょ 

う
な
遊
び
で
、
上
ガ
リ
が
牛
に
な 

っ
て
い
た
。(

今
井)

百
人I

首
本
式
に
読
み
札
を 

読
ん
で
や
っ
た
。
明
治
四
十
五
年 

に
一
組
十
五
銭
だ
っ
た
。(

鎌
原)

坊
主
め
く
り
百
人
一
首
も
や 

れ
な
い
と
き
に
な
っ
た
。
坊
主
が 

出
て
く
る
と
う
た
を
う
た
っ
た 

り
、

一
回
休
み
に
な
っ
た
り
し 

たC-
ま
た
隣
り
の
者
へ
そ
っ
く
り 

渡
し
て
や
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
最 

後
に
い
っ
ぱ
い
持
っ
て
い
る
者
が 

負
け
た
。(

鎌
原)

ト
ラ
ン
プ
ト
ラ
ン
プ
は
大
正

時
代
に
明
治
屋
さ
ん
で
見
た
の
が
西
窪
で
は
一
番
早
い
。(

西
窪)

か
け
ご
と 

四
月
十
九
日
の
馬
頭
様
の
日
な
ど
に
よ
く
あ
っ
た
も
の
で
、
六
点
や 

テ
ン
プ
と
い
う
の
が
あ
っ
た
。
六
点
と
い
う
の
は
、
紙
に
六
つ
の
絵
が
あ
り
、
そ
こ 

え
各
々
若
干
は
る
と
、
ド
ゥ
ヤ
が
く
じ
を
引
き
、
当
っ
た
絵
に
は
っ
た
人
は
そ
の
六 

倍
も
ら
え
た
。
ト
ッ
コ
の
よ
う
な
も
の
。

テ
ン
プ
と
い
う
の
は
、
ク
ジ
の
札
に
穴
あ
き
銭
が
一
つ
着
い
て
い
て
、
こ
れ
を
ひ 

き
あ
て
る
方
法 

ゥ
ン
プ
テ
ン
プ
と
い
う
の
も
こ
れ
か
ら
出
た
と
い
う
。(

大
笹)

コ
ッ
ク
リ
サ
ン 

明
治
四
十
年
こ
ろ
流
行
し
た
。
夜
学
を
し
て
、
勉
強
が
す
む
と 

毎
晩
の
よ
う
に
や
っ
た
。
ィ
ヌ
年
の
者
が
い
れ
ば
だ
め
だ
と
い
い
、
用
意
が
で
き
る 

と

「
三
州
三
河
国
の
豊
川
稲
荷
大
明
神
、
用
事
が
あ
る
か
ら
す
ぐ
来
て
下
さ
い
」
な 

ど
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
唱
え
て
か
ら
や
る
。
誰
さ
ん
は
誰
々
さ
ん
が
好
き
か
な
ど 

他
愛
の
な
い
こ
と
を
聞
い
た
り
し
た
も
の
だ
っ
た
。(

鎌
原)

諏訪神社の石段に作った子どものわな (今井)

(撮影阿部孝)



木挽の働いた南木山

馬方の通った鳥居峠旧街道

鎌原噴火和讃

袋倉の獅子頭

大笹丸一団の手ぬぐい

鎌原の獅子舞 (以上の何れも撮影酒井正保)



木 挽 唄 (田代)

ハア ーー も と い の かね 一 か せ

お か み さん は ー ー ーえ ベー ー ー す

ん ノ ヽ 〇— eん よ ぐ ち 一

ホ ラ ふ く の か み よ

ア ズ ル コン ズ ル コン

端 唄 (田代)

り 一 こ も 一 り

人さなんだてめ

I

や
-

の そ ばで は り しご と



まりつき唄(ぶんどや) (大笹)

ぶん ど や ぶん ど や いっち］:めと ぶんど や

に ち］:めと ぶんど や

-------- 10ち］:めまでくり返す——

すう す り す す り いっちよめ と す す り

にちよめ と す す り

10ちよめまでくり返す一今*]

ま わ し ま わし いっちよめ と ま わ し

に ちよめ と ま わ し

一--------- 1〇ちよめまでくり返す一今！

おっちゃんどこだい (大笹)

おっ ちゃん ど こ だ い い り や ま かい

ど お り で お か お が まっくろ だい



悪口 唄 (大笹)

まんまたれまうぎこりな

悪口 唄 (大笹)

た し ろ た が な い や ま の な か

と だ な あ けれ ば い も ばっ か

とんび (大笹)

ろせみてまめろととびんと

からす (大笹)

てづ 
/\ごんだのらておらかたかま

だ まっ た だ まっ た (泣き虫に向って)



ようごの唄 (大笹)

よう ご も こう よ かん な も こう よ

か ん な かわ ら に みずの み こう よ

ほたる来い (大笹)

は た る こい ヤ 车 し しぃ

あ ん ど の ひ か り を ちいとみ ちや こい

十日夜大笹

とう かん や は よい もん だ

あ さ そ ば きり に ひ る だ ん ご

ゆう め し くっ ちゃ な ら だ い こ



お手玉唄 (今井)

ひ 一 ふ の み こ bやん "よん し"- 以 ツノ ～

い ち じよう に じよう さん じよう さ く ら

よ じよう よう な ぎ ごう じよう ごう ぼう

からすからす (今井)

か ら す か ら 1 め；rし め こ み；rし

てっ ぽう ぶう ち が ね ら う ね ら 一

、フ

とんび (今井)

と ん び と と う あ か い は ね

お と で



十日夜 (今井)

とうかんや とう かん や あ さ そ ば

ちも、フよごんだるひこき

くっ ちゃ は ら だ い こ

わ しよつ刀ゝ つ は た け や ま つじ

お めで た い

か ど ま つ リ か さ り’と し た か ら

で た と り は は ね が じゆう ろ く

め が みっ つ め一 が みっ で

の
で

つ
れ

J

だ 
や
と

し
れ

い
だ

さとた
-あ

もどこのことおで

た

か

げ

な

な
ん

し

ま
い



い し な げ た お と こ の こ ど も
お ん な の こ ど も

に

に

す 70
ま

口

な

お

ら
の

か

ず

れ

ま 

V
な-な

—

く

わk
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かk

とめられ て せきだ せきだて

ふん で や る せ き だ せ き だで

い や なれ ば み ぎ の お あ し て

ふん で や る み ぎ の お あ しが

い や な れ ば ひ だ り の お あ しで

ふ ん で や る こ；rし c いつ がん

たしまし



田代小学校児童のわらべ唄 

なわとび唄

ゆつびんや さん の お と し も の

ひ ろっ て ちよ'? だ い い ち まい に ま い

さん ま い よん ま い ご ま い ろ く まい

しち まい は ち まい きゅう まV、 じゅう まし、

も っ けっ こっ

満州の(なわとび唄)

まんしゆの や ま お く で た し か iこ き こ

足 た ぷ た の こ 足 いっ ぴ き ぶう

に ひ き ぶう

さん び き ぶう

よん ひ き ぶう

ご ひ き ぶう な な ひ き ぶう

ろっ ぴ き ぶう



はつ ぴ き ぶう きゆう ひ き ぶう

じゆっ ぴ き ぶう いっ ぴ き こ ぶ た が

に ひ き こ ぶ た が

さん び き こ ぶ た が

よん ひ き こ ぶ た が

が

が

た

た

ぶ

ぶ

こ

こ

さ

ぎ

ひ

ぴ 

ごた

た

た

た
 

し

し

し

し
 

だ

だ

だ

だ
 

げ

げ

ず

ず
 

lzu

lzR

たぶこきひなな た

た
• 

し

し
. 

だ

だ
.

b

げ
,

し

にげ だ し た はっ ぴき こぶ たが

に 丁 た し た きゆう ひ き こぶた が

にげ た し た じゅっ ぴき こぶたが

たしだすこ



月つくり火くり(なわとび唄)

月つ く り 火つ く り•す い よ一 び

もつ く り きん と き •どつ こ い しよ

に ち よ つ び や ま た

ずしのらさの

か な に わ に ぴい しゃら

どん どん さん だ レゝ め お ま え の

か み さ ま よん だ レ、 め そ ら

はい れ みんな は レゝ れ そ ら

で ろ みん な で ろ



イチリットライライ(まりつき唄)

イチリッ ト ライ ライ ラッ ト レ で シッ シ 

三ン 
四
五一 
六ク 
七チ 
八チ 
九一 
十 一

い ら な きや きや きや キヤベ ツ で コツ コッ

人 ト フ づ ワ

嬬恋特産のキャベツを歌い込み、ストライクと結んでいる。子供は、 
歌の中に、現代社会の事象をもののみごとに表現する。 )

いもいも(まりつき唄)

も レ、 V、 一 レ、 も

ん
-じんこもんじんんじん

e 货 丁ぷ さ かな レ、も にんじん さ 一か一

な しい たけ しい た け レ、もにんじん

亡 见,ふ し 一 7こ 一 (丁 ごん ぼ 一



ごん ぼ 一 、 もにんじん さ か な しい た け

ご ん ぼ ろう そ く ろっ そ

い b にん じん e で、'ぷ しい 1 こ u しん はノ

ろう そ く しち り ん しち り ん

い も にん じん さ か な し'^ た け こんばつ勹つでS

し ち りん はま ぐ り はま ぐ り

い も にんじん さ か な しい た け ごんぼうろっそく

しちりん は ま ぐ 一 り きゅう わ い きゅう わ い

い も にん じん さ か な しい た け ごんぼうろうそく

しちりんはまぐり きゅ一わ一 い じゅう ば い



じゅう ば こ い もにんじん さ か な しい た け

ごんぼうろうそく しちりんはまぐり きゅわいじゅう ば 一 こ

この歌は県内では松井田、安中で採集した。長野県境に歌われてい 

るようだ。信州との関係をみてゆくべきだろう。 

一匁の一助さんは(まりつき唄)

いち もん め の い すけ さん は レ、 の

じ が き ら い で レ、ちまん いっ せん

いつ しや お く いつ しょう レ、つ しょう

いつ しよう ま め お く ら に

ゎ e め て に も ん め に

わ た そ に もん め の に すけ

さん も ん め の さん すけ

よん も ん め の よん すけ

ご も ん め の ご すけ



さん は に の じ が さらい

さん は さん の じ が き ら い

さん は よん の じ が き ら い

さん は ご の じ が き ら い

で にまん に せん に しや お く

で さんまん さん せん さん しゃ お く

で よんまん よん せん よん しゃ お く

で ごまん ご せん ご しゃ お く

に しよう に しよう に しよう ま め

さん じよう さん じよう さん じよう ま め

よん しよう よん しよう よん しよう ま め

ご しよう ご しよう ご しよう ま ’め

て

て

て

て

め

め

め

め

さ

さ

さ

さ

お

お

お

お

こ 

こ 

こ 

こ

ら

ら

ら

ら

く 
/
\
 

/
\
 

/
X
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お

お

お
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そ 

そ 

す

た

た

た

た

わ

わ

わ

わ

lz
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め

め

め

め

ん

ん

ん

ん

も 

も 

も 

も 

一

ん

ん

_r
く

さ

よ

こ

ろ

全国的にうたわれている唄。しかし歌われる地域性が表現されて 
いる。この歌の最後の「す」などそれである。 



おじょうさん(なわとび唄)

とあはおんさ、フ上じお

とさ-Dさらたナまんナんや じう

お で ん な さい

くこの地方の方言が歌の中にそのまま表現されている。 

じゃんけんぽい。まけたらさっさとおでんなさい。

あんたがたどこさ(まりつき唄)

こどごひさごひさこど たたん

さこどともまさともまさ

せん ば さ せ ん ば や ま に は おお き な

た ぬ さ が おっ て さ セ n を リよつ し が

てっ ぽ で うっ て さ に て さ やい て さ

くっ て e そ■ れ を* し の は C 巧よい と 刀



ぶ せ
(全国的にうたわれている「おおきなたぬきがおってさ」が、 
(特殊であろう。 /

かつてうれしい(おんとり)

めんもちな
i

しれ、フてつか

孓 り し 、ペ" し い は V い ち も ん の

い ぬ が こ わ く て い け ら れ なレ、

そ れ な ら わ た し が お む か え に

そ れ で も こ わ レ、 そ れ が そう 女 ら

れおてきとづちんさばおのりなと

ど の こ が ほ し い あ の こ が ほ し レ、

あ の こ じや わ か らん こ の し が はし*’



らわやじこのこ

となりのおばさんからの比較、となりのおばさんから〜それがうそなら 

までの16小節が他地方のうたい方とちがう。 

大波小波

ャはさびじみ
せ

な
わ

こ
ま

み
せ

な
わ

ぉ
ま

な

(短かい、歌であるが大波小波の次から特殊な詞障がおもしろい。)

のんのさん幾つ(月に问って)

のん の さ ん い く つ

ゥななんさゆじ

ま だ と しや わ か い

い ば ら の か げ で

でんうをこのこ



だ れ に だ か しよ

ゎ ま ん に だ か しよ

たづこどはんまお

あ ぶ ら か い ちゃ か い

あ ぶ ら や の に わ で

す べっ て こ ろん で あ けえ

ベ こ よ ご し て あ らい

ヤ し め bっ て ほ し

や で ほ し て た たみ

や で た たん で て ん



ましここばてんて

だんこ

県下各地のものとちがう部分が多い「いばらの道で」「油やの庭で」あらい屋で、 

洗って」から最後まではまったくめずらしい歌い方をしている。 

ばかかば(悪口唄)

ば か か ば ちん どん や

お ま え の かあ さん で ベ そ

お ま え も いっ しよに おお で ベ そ

最後のお前も一諸に大でべそと大担ないい方を 

しているのが他地区にない。

で ぶ で ぶ しゃっかん で ぶ でん しゃ に し か れ て

ぺっ しゃ ん こ お ふ ろ に は いっ て

たづやじんし

(電車にしかれて(ひかれて)しゃっかんでぶ(ひゃっかんでぶ)など方言、 
(がおもしろい。最後のおふろに入って死んじゃったとむすんでいる。 ノ



1かけ2かけて(身体表現唄)

い.ちか け に か (ナ て さ ん か け て

ナかをしはてけごてナし

こしこ
.

をてんんらのし

I

は

は な し わ 一 の し 。よ

んさ-ねのちはちし、フゆじ

ても
c

てうこんせとなは

のこどんさえねれこれこ

のましご 、フゆ しうゆきはしたわ

さ い ご っ た か も り む す め で す

め い じ さ ん ね ん じゅ う がつ みつ か



せ っ ぷ く な さあった ちち お や の

ぬ tよ が ま い リ に ま い リ ま す

せわあをてでえ一まのはお

a みあ び だ一ぶつ な み あぶ つ

スキップのリズムの連続の曲である。一番はじめは一の宮のかえ唄である。なむあ 

びだぶつを(なみあびだぶつ)と方言。音域が11度という広域さ。.10月3°日という歌 

詞が多すぎてこの部分リズムが変化。

らつかさん(身体表現唄)

らっ かさんが と"9 る か ら ま わ そ じゃ な い か

I---------------------- 3回反ぷく--------------------------- 1

よレ、^3さ の よいや さ らつかさんが とう るか ら

I----------------- 3回反ぷく - ----------- -----------------

まわそじゃ ないか よいやさの よいやさ

(三回反ぶくの場所が二度出てくる。しかしわらべ唄、 
(では不自然でない。 )



うちのコンペトさんは(身体表理唄)

う ち の コン ペ ト さん は な

みなそ
'
ベこそ

◊
へき

だ を ぽ ろ ぽ ろ ぽ ろ

ぽ ろ な み 一 だ を 了こ

と で ふ き ま しよ ふ

まらあをと
-もたた

しよ の り V しよ め り めつ に

r
しよしまりぼしをとIもた

もたたぼしよしま

ょましほよしましほ
-

と



をと
-もたたし

-
は

と り こ み‘ ま しよ と り こん だ

たたしまみたたをとIもた

もただんたたしまみ

と を し ま い ま しし ま い ま しよ

し ま っ た た も 一 と を

ね 丁 み が が り が り

をと

Iもたりがりが

ぼ ろ や へ うっ ちゅま え

つっゆ ま つ — っ た



お か 一 ね で お そ ば を

つ る つ る つ る つ る

でボ-
そおるづるづ

こしんばがなお

物話的に辰々とつつく囲である。万言と音符の関係が特異的である。 

ぼろやにうるなど生活感がにじみでている。

ずいずいずつころばし(手遊び唄)

ず い ず い ずっ こ ろ ば し

ご ま み そ すい ちやつぼ に

お わ れ て とつ ぴん しゃん ぬ け た ら

みず ねの
.f

らわ
.

た

f

やしこどんど

こ め くって ちゅう ちゅ') ちゅう ちゅう お とさんが



よ ん で’ も おっ かさんが よ ん で も い き いっ こ

な — — し よ い と の ま D ‘ノ

で お ちや わ ん か い た の だ 一 れ

どんどこ「しよ」と普通歌うが、ここではどんどこ「しゃ」と歌う。米くってチューは、 
普通にうたい、次からのチューは三回ともポルタメントの歌い方をしている。 

おいばねこばね(はねつき唄)

お い ば ね こ ば ね

ちよう 一 ちよ に な 一 て

そ ら ま で あ が れ

ひ 一 ふ一 み.一 い つ

つ じ わ 丁こ ヤ は な こ さん に

わ た そ

非伝統的音階が入っている。現代小学生の西洋音楽教育の影響であろう。

ひいふう「みい」の「みい」がポルタメントでうたわれている。 



ねんねんねころげて(こもり唄)

ね ん ね ん ね こ ろ けて か に がはいこん 7こ
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お

お

お

と
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と

だ

だ

だ

だ
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さ

さ

さ

ぴ

ひ

ひ

ひ

h

こ

ん

ん

い 
{

さ

ょ

か あ ちゃ が た ま げ て お ちゃ か(ナ た

く県下には「猫のけつに」と歌われるのが多いから 

、「ねころげて」と歌うのはめずらしい。

白豆•黒豆(鬼きめ唄)

し ろ ま め く ろ ま め

すっ ぽん ぽん に ぬ け ろ

曲が終るまですべて四分音符でうたわれているが、鬼の決め方が、 
おもしろいので平ぼんでない。 

あやめがめ出した(鬼きめ唄)

あ ヤ め が め だ し た

は な さ か ひ ら い た



は さ み で ちょん ぎ る ぞ

さづさつ
Z

花さきや開レ、た」が普通のメル。しかしここでは「花さか」と唄っている。 

県下では「花さきや開いた」と歌っているがここでは「花さか」と歌っている。

お寺のおしJ:うさん(ジャンケンの唄)

お て ら の お しよう さん が

か ぼ ちや の た ね を ま

き ま し た め が で て

ふ く らん で は な が さい て じゃん

け ん ぽん

ジャンケンをする前におしようさんの種まきの身体表現 
する(心をおちつけ呼吸を合わせる)いみなのだ。

最後でジャンケンポンを勝負する。

あいこの場合にジャンケンをつづける〇 



東京の(くすぐらせ唄)

と つ きよつ の に ほ ん ば し の な い か

い や ま の ぶ た や の お いさん

くすぐらせうたはめずらしい。

遊びの中で相手をくすぐらせながら歌われるわらべ唄はめずらしい

12の3 (手遊び唄)

い ち に の さん に の し の し 己 ん ぃ り

に の し の に の し の ご

指で歌っている数を表現する。うっかりするとまちが足る。 

速度が早くなるとよりむずかしい。

歌いながら速度をはやめ、ますますむずかしくなる。

からすからす(からすに向っての唄)

か ら す か ら す か ん ざ ぶ ろう

お ま 足 の つ ち は い ま か じ だ

は や く か え れ とんで かえ れ

古くは「おめえのうちが」と歌っているが、現代は「お前のうち力りと標準語、 

を用いている。

からすのうたで早く帰れ、とんで帰れとうたっているのが他地区にない。



かごめかごめ(鬼きめ唄)

か ご め か ご め か ご の な か の

と り 一 は い つ い つ で あ 一

つ よ わ け の ば ん に つ る と

か め が す べっ た う し ろ の

しよつめんだ 一 れ

全国各地で歌われているのと変化なく歌われている。遊びも同じ。 

ラジオ、テレビで見、ききするせいであろう。今後も全国共通のわ 
らべ唄が発展し、地域性は少なくなるであろうか。 

げんこつ山のたぬきさん(身体表現唄)

んさきぬたャ

J

ん
7

てしねん
nX

づよつ

たしよたまてしぶんおてしこ
〇れだ

「だっこして」を「だれっこして」とレ、う方言。•おもしろレ、身体表現。•女の子の遊び、 

らしレ、「おっぱレ、」「ねんねして」の表現など。

おっぱいくれるとか、ねんねしてなどの表現は母性愛を表現した女の子の遊％遊びの中 
で,このように女性としての本能的な生活基本が養われるのだ。 ° 



今年のぼたんは(鬼きめ唄)

こ と し の ぼ た ん は

よ い ぼ た ん お み み を

か ら げ て すっ ぽん ぽん もひ と つ

お ま け で すっ ぽん ぽん 私も入れて

や だ よ じゃあ家の前で お尻をたたくわよ じゃあ入れてあげる

こ と し の ぼ た ん は

よ い ぼ た ん お み み を

か ら げ て すっ ぽん ぽん もひ と つ

お ま け で すっ ぽん ぽん 私もつ帰る

ど う して 夕ごはんだもの 夕ごはんの おかずな一に



へびとかえる 生きてなし、の 生きてるの

どこにでもある。問題形式の唄。しかし外国にはこの形式のわらべ唄 

がないのが不思議である。

三角四角で(絵書唄)

ねぶきるまで
/
\

か

•

し
7
\んさ 

.

なラよさんさあかんさうとね

ら かも め が と び ま す あ ら しゆつ

しっ し！^

(流行歌とわらべ唄の不統混合の曲である〇)

百合子さん花子さん(絵書唄)

んさこなはこん
a

こゆ

さ ぶ ろっ さん に い ち ろう さん

ま つ や ま さん に た け や ま さん



おお や ま さん に こ や ま さん

て る こ さん が ぴゆっ た と さ

松山、竹山、大山、小山など絵に出てくるのを友だちの名前に 

なぞらえてうたってレ、く。

一ちゃんちの二ちゃんが(絵書唄)

レ、つ ちゃん ち の にい ちゃん が

さん ちやん ち で しこ たれ て

しなでろこずわもめご

てれかた はこうちんめちし

きゆ つ く- つ れっ しやで と 一きよ つ へ

急行列車で東京へと絵かき唄の中には、その時代をそのままおりこんで 
うたっている。絵かき唄程現代っ子の創作するわらべ唄はあるまい。



棒が一本あったとさ(絵書唄)

ぼ 一 が いっ ぽ ん あっ た と さ

はっ ぱ か な はっ ぱじや な い よ

よなやじるえかよだえか

あ ひ る だ よ ろ く が つ む い かに

こぎラよじんさびんんさ

し び い つ て こつ ペ ぱ ん ふ た つ に

ま め みっ つ あ ん ぱ ん ふ た つ

たずまたとつおなさだ
2
\

んさつこ

この唄の中にもわらべ唄の現代性を知ることができる。県下では普通「あんぱんかって  

と歌うが、ここでは「こっペパンかって」と歌っている。

三角定規に「し」び入ってと歌っているが「ひ」び入ってであろう。



三角先生(絵書唄)

さ んか く せ んせ に つ れら れ て

う ん ど 一 か い を み にい っ て

たでむナらたつなこるひお

• ^飞笛一声新橋を」のメロディーでうたっている。

先生(学校生活)を折り込んで歌っている。

丸ちゃん(絵書唄)

ま る ちゃん ろっか く お ふろ に は いいって

ゆげ み つ どくやく のん で

たつやじんし

さんちゃんが(絵かき唄)

てしご んさんやちんさ

亡 ん ん ん めっ C ま め みっ つ



きぬた丈てしらんとをち
7
\お

ぼっ こ ちゃん

丸ちゃん(絵書唄)

まる まる ちゃん まる まる ちゃ まる ま

る ちゃん ど じ ん の お ふ ね に

の せ ら れ て とう さ ん かあ

ろろらなおよさんさ

ちゃん 〇 \ 勹\ りゃん とん しゆつ 勹 \

ろく ろく ちゃん ろく ろく ちゃん ふじ の

や ま

この原曲まポーランドのシュワ'ジくチカの曲であ)る〇 千どもは歌詞せ、

かえて絵かき唄として用いている。この曲は中学生の教科書に出ている

、曲である。 



みみずが三匹(絵書唄)

み みづ が さん び き は い だ し て

あ さめ し ひ る め し ば ん の め し

あ め が ざあ ざあ ふっ て き て

あ ら れ が ぽ っ ぽ っ ふっ て き て

おっと い う ま に た こ に う どう

(•日常生活をたくみに、おり込んでうたっている。)

丸ちゃん(絵書唄)

ま るちゃん ふ た つ は し を わ た一て

こみつなはえまやをえまやを

あ め が ざあ ざあ ふっ て き て

か お 一 か け ば お ひ め さ ま



にいちゃん(絵書唄)

に いちゃ ん が さ ん 足 ん も ら っ て

ま めか っ て お く ち を とんがらし て

このるひあ

•ボ云かき唄の音符はほとんど上が多い。この曲もその典形的なものである。

• 少はリズミックで絵を書きやすいためであろう。

くうちゃんしいちゃん(絵書唄)

く う ちゃん し い ちゃん ベッ トル し い ちゃん

お しゃ れ な ね 一 ちゃん パーマ ネ ン ト

お一 き な リ ボ ン が じゅっ せん で

ち一さ な リ ボ.ン が じゅっ せん で

でんえ
-れがりはたま

んよちてるこよこよてた
.

て
.

た

みかつきちゃん き れ い な ス カ ア ト ひゃ く じゅ う



て る まこよこよてたてたんせ

ちよん •同じことを書くときはたくみに反ぶくする。

•絵かき唄ほど子どもの自由さの表現をするものは他にない。

東小学校児童のわらべ唄

月つくり火くり(なわとび唄)

げっ く り かっ く り すレ、よ一 び

もつ く り きん どき どつ こい しょ

び
-よちこ

のらさのたまや

し す か な に わ に ぴぃ ひゃら

ら の さん だい め おわりの

かみさま よんだい め そうらはいれ



みんなは い れ そうらぬけ ろ みんな

ぬ け ろ

へ田代小学校で採集したものとは少しちがう。音の高さ、リズム、特に歌詞で「お前の神様」 

と田代では歌っているが、東小では「おわりの神様」と歌っている。同じ附帯目的をもった唄 

、でも地域によりこのように異なっている。わらべ唄の浮動性を知るのに大切なものだ

ぞうりきんじよ(くつかくし唄)

ぞ う り きんじよきんじよ お たま が お たま が

だつくりだっくり し のも と よう じん お く いの

くい の く い (T\ 卜ふ 丄ノ

昔はこの唄に合わせて、ぞうりで行ったのであるが現在は運動ぐつで行ってぃる c 

この地域には昔の遊びが、そしてわらべ唄がそのまま残ってぃるのが特徴である 

「火の用心」を「しのもと用心」と方言をつかってぃるのが特徴。

青山(なわとび唄)

めまどん

>

えのまやおあラホラ ホ

ひおまさのとおさ
/
\おあ

のるま レゝちらつしゃにいらつ しゃ さんらつしゃ



レ、ち ぬ け ろ に、, ぬ け み

ろナぬんさ

(•歌詞からみて少々古い歌であろう。老人からは採集できなかった。)

ひとかけふたかけ(身体表現唄)

ひ と か iナ ふ た か け さ ん か け て

し か(ナ て ご かけ て は ち を か け

は し の らん かん て を こ し に

は る か む こ 一 な が め れ ば

じゆ一 し ち は ち の ね え さ ん が

てもこて

I

こんせとな

I

は

こ れ こ れ ねえ さん ど こ い く の



わ た し は きゅう しゅう か.ご し ま の

さい ごう た かも り の む す め で す

め い じ さん ねん じゆ う が つ みつ か

せっ ぷ く な さ っ た ち ち お や の

わ は が ま い リ に ま い リ ま す

お は か の ま え で は て を あ わ せ

お ゆ が ゆ ら ゆ ら ジャ ン^/ ン ポン

•田代地区の1かけ2かけと同じ歌詞。しかし曲はちがう。途中せっぷくなされた処か、 

ら田代地区のものに似てくる。しかし〇〇おゆがゆらゆらジャンケンポンは「となえ 

で」である。

•田代地区では一番はじめはこの曲でうたっている。同じ曲でもこのように変ってくる。 

遊びの目的には変りなく、身体義献唼る。 



朝鮮の(なわとび唄)

たえこ 

I

きこかの
で

ん
く 
.

せ
お

ぅ
ま

M

ゃ

ぶ た の こ え いつ ぴ き ぶ'3

に ひ き ぶう V、•□ぴ き こ ぶ た か

さん び き ぶう

に げ だ し た に ひ き こ ぶ たか

さん び き こ ぶ た が

た
た

し
し

だ
だ

げ
げ

C

u

•田代小の子どものうたう満州のと似ている。なわとびうたである。比較してみると、類1 
似しているところと、まったく別な部分とある。一つの曲のよい部分は受け入れ、他の部分 
はあみ出すか、つけ加えるわらべ唄の創作過程がさぐれる。 )

1年いちいち怒られて(数え唄)

い ち ねん い ち い ち お し b 不し C

こ く ば ん た た い て い  い る

ばろどおおのやこんねこ

c
おとら

e
んねんさ



だ い じ な きん た ま す りむ い た

んえち、フよちよちよんねよ

らあ

〇

ナしごしごんねご

〇 く ね ん ろつ やに い れ られ た

かごめかごめ(鬼とり唄)

か ご め かご め か ごの な かの

ノ ー は い つ い つ で あ 

とる

〇

こんよ

小学各学年を低学年から歌ったユーモラスな悪態歌。採集の折りにも子どもはうるおい 

をもって歌ってくれた。カントクの先生がいるとこんな歌はでない。

か めが す べっ た うしろの

しよつ めん だ 一 れ

全国共通なわらべ唄である。遊び方も同じ草深い山の子どもも現在は、全国同じ遊びの 
わらべ唄を用いる。状報時代のわらべ唄の伝承過程が理解できる。

 



あんたがたどこさ(まりつき唄)

あんたが た ど こ さ ひ ご さ ひ ご ど こ

さこどともまさともまさ

せんば さ せ ん ばや ま に は た ぬき がをつ

さ て

〇

でで

I

てがしをれそさて

こを,れそさてゥさてかさてこ

の は でちよし、 と かぶせ

(•田代小のものとの比較リズムのちがいがわかる。)

子どもと子どもで(指あそび唄)

てしんナもどこともどこ

どナためとがんさやり

ならまとなかなかなな



うらわやちたとひ

るこおやちたやお

かがつくから(悪口唄)

1.2か が つ く か ら かん じ う ろう

3 や が つ く か ら やん じ う ろう

かぜ きん た ま に か り ぶ く ろ

や り きん た ま に や り ぶ く ろ

甘っ た か かっ たか な ん かっ た

やっ た か やっ た か な ん やっ た

•一番欹詞を二回欹い、二番歌詞を一回うたう。反ぷく形式の悪口うたである。 

•男の子の勇ましい歌である。

ずいずいずつころばし(指遊び唄)

ず レ、ず レ、 ずっころばし ご ま み そ ずぃ

ちゃ つ ぼ に お わ れて どっ ぴん しゃん ぬ け

のらわたょこどんどらた



ねず み が こ めくって ちゅうちゅうさゅう ちゅう おっ と

さんがよ ん で もおっ か さんがよ ん で も い き

でりわまのどよし
-Iなこ

万 わや わ ん か い た の だ 一 れ

ちゃちゃつぼ(指遊び唄)

ちやちや つ ぼ ちや つ ぼ ちやつ ぼ にや ふたがない

ろしこたふてつ

A
J

こそ

•全国的に歌われてレ、るわらべ唄である。子どもたちにはゲームの 

唄とレ、った方がわかりやすレ、か知れない。

ばかかば(悪口唄)

ば か か ば ちん どん や

お ま え の かあ さん お で ベ そ



う ち じゆう そ ろっ て お でベ そ

(•「ちんどんや」の今の音が五線に記譜したものより少々高し、。)

まるまる(絵書唄)

きるまるまるまるまるま

さあかんさうとIねぶ

ん さ よ つ な ら ろ く ろ

ろ うゆじんさ ろ
/\ろ

つ \ つ \ つ \つ\ め b わん

どん



ゆうびんやさんの(なわとび唄)

ゆ うびんや さ んの お とし も の

まこま ちょま デあてつ ろひ

さん まレゝ よん まい ご まい ろ く まい

な な まレ、 は ち まレ、 きゅう まい じゅう まい

すまざごとりあもど

•県下各地では「ひろってちょうだい」と歌うが、ここではひろってあげましょと歌っている。 

•最後に「どうもありがとございます」とていねいに歌っているのがおもしろい。'

大波小波

しわましわまみなこみなお

なやはきびこ
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に

今
IH1

本
調
査
を
実
施
し
た
民
家
は
、
第
一
表
に
上
げ
た
二
十
七
棟
で
あ
る
。
調
査 

に
あ
た
っ
て
深
井
寛
光
、
唐
沢
雅
夫
、
土
屋
俊
忠
、
黒
岩
親
、
黒
岩
勇
松
、
唐
沢
明 

彦
の
各
氏
に
案
内
と
援
助
を
い
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だ
い
た
。
農
繁
多
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中
に
も
か
か
わ
ら
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、
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隅
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ま
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快
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見
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い
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い
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各
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の
持
主
に
心
か
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感
謝
の
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表
し
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い
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一

、

調
査
対
象
民
家
の
選
定
に
つ
い
て

調
査
対
象
民
家
は
蠕
恋
村
十
一
大
字
の
う
ち
か
ら
左
記
の
基
準
に
よ
り
一
大
字
当 

り
五
棟
平
均
を
村
教
委
が
選
ぶ
。
村
教
委
が
選
ん
だ
対
象
民
家
に
対
し
、
本
調
査
の 

前
に
簡
単
な
予
備
調
査
を
実
施
し
、
全
体
で
約
二
十
棟
位
の
民
家
を
選
定
し
て
本
調 

査
に
お
け
る
調
査
対
象
民
家
と
す
る
予
定
で
あ
っ
た
。

調
査
対
象
民
家
の
選
定
基
準

調
査
対
象
民
家
の
候
補
は
主
と
し
て
江
戸
時
代
と
そ
れ
以
前
に
建
て
ら
れ
た 

農
家.

町
家.

宿
場
の
建
築.

神
官.

武
士
の
家
な
ど
広
範
囲
に
わ
た
る
。

こ 

れ
ら
の
う
ち
か
ら
優
先
的
に
次
の
よ
う
な
民
家
を
選
ぶ
。

⑺
 

古
い
家
…
…
大
字
程
度
の
範
囲
に
つ
い
て
ど
の
家
が
古
い
か
に
つ
い
て 

は
、
地
元
の
老
人
の
中
に
詳
し
い
人
が
多
い
。
そ
の
場
合
建
築
の
古
さ
と
家 

柄
の
古
さ
を
混
同
し
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
。
古
い
家
を
み
つ
け
る
場
合
の 

特
徴
を
次
に
記
す
。

①

柱
を
手
斧
で
仕
上
げ
て
い
る
家
。②

壁
が
多
く
て
薄
暗
い
家
。③

家
全
体 

が
低
く
軒
も
低
く
葺
き
下
し
て
い
る
家
。④

じ
ゃ
ま
な
所
に
柱
が
あ
る
家
。
 

⑷
 

建
築
年
代
の
明
ら
か
な
家
…
…
単
な
る
言
い
伝
え
だ
け
で
な
く
、
建
て
ら 

れ
た
年
代
を
示
す
資
料(

棟
札•

黒
書•

古
図•

普
請
帳
な
ど)

が
存
在
す 

る
家
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
家
は
ま
れ
に
し
か
存
在
し
な
い
か
ら
明
治
時
代 

の
建
築
で
も
調
査
対
象
に
入
れ
る
。

W

保
存
状
態
の
よ
い
家
…
…
家
全
体
に
つ
い
て
建
設
当
時
の
様
子
が
良
く
し 

の
ば
れ
、
改
造
の
少
な
い
家
は
意
匠
に
統
一
が
あ
っ
て
美
し
い
と
同
時
に
史 

料
と
し
て
の
価
値
も
高
い
。

3
:

 

質
が
よ
く
美
し
い
家
…
…
名
主
や
大
き
な
商
人
、
土
地
の
旧
家
な
ど
の
建 

築
は
一
般
の
も
の
に
く
ら
べ
材
質
が
よ
く
、
て
い
ね
い
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
。



ま
た
、
意
匠
も
洗
練
さ
れ
美
し
い
こ
と
が
多
い
。
調
査
対
象
が
あ
ま
り
立
派 

な
家
の
み
に
偏
っ
て
も
困
る
が
、
こ
の
ょ
ぅ
な
遺
構
が
あ
っ
た
ら
比
較
的
新 

し
い
も
の
で
も
調
査
対
象
の
候
補
と
し
て
あ
げ
て
ほ
し
い
。

以
上
の
ょ
ぅ
な
「
選
定
基
準
」
を
村
数
委
に
配
布
し
、
予
ffiw

査
の
対
象
民
家
の 

選
定
を
依
頼
し
た
。
そ
の
結
果
、
予
備
調
査
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
四
十
七
棟
で
あ 

り
、
こ
の
中
か
ら
類
似
し
た
も
の
や
、
改
造
が
激
し
く
復
原
の
困
難
な
も
の
等
を
除 

外
し
、
第
一
表
に
掲
げ
た
二
十
七
棟
を
本
調
査
対
象
民
家
と
し
た
の
で
あ
る
。

ーー、
村
内
に
お
け
る
古
民
家
の
現
況
と

調
査
遺
構
の
分
類 

こ
の
た
び
村
内
全
地
区
を
調
べ
て
感
じ
た
こ
と
は
当
地
区
が
県
境
の
山
地
で
あ
る 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
幕
末
以
前
に
建
築
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
民
家
は
極
め
て
少
な 

か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
原
因
の
一
つ
は
、
村
の
ほ
ぼ
中
央
を
国
道
一
四
四
号
線



が
横
断
し
、
高
原
キ
ャ
ベ
ッ
の
収
入
が
農
家
経
済
を
豊
か
に
し
て
い
る
こ
と
が
考
え 

ら
れ
る
。
ま
た
、
北
部
の
門
貝
・
干
俣
地
区
の
他
は
天
明
三
年
の
浅
問
山
爆
発
の
際
、
 

膨
大
な
流
出
熔
岩
に
埋
ま
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
い
い
伝
え
が
あ
る
と
う
り
で
、
古 

い
家
で
も
こ
•〇
大
爆
発
直
後
の
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
天
明
三
年
以
前
の
建
築
と 

思
わ
れ
る
古
い
民
家
は
門
貝
に
一
棟(

山
口
伯
明
家y

干
俣
に
三
棟(

土
屋
長
太
郎 

家
•

干
川
な
か
家•

市
場
忠
一
郎
家)

発
見
さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
干
俣
の
市
場 

忠
一
郎
家
は
梁
に
打
ち
つ
け
ら
れ
て
い
た
棟
札
に
よ
り
、
元
文
六
年
の
建
築
で
あ
る 

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
、
県
内
で
棟
札
の
存
在
す
る
民
家
で
は
最
も
古
い
も
の
で 

あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

村
内
の
近
世
民
家
は
復
原
平
面
に
お
け
る
室
数
か
ら
次
の
よ
う
に
大
別
さ
れ
る
。

⑴

二
問
取
型

⑵

三
間
取
型

⑶

喰
違
四
間
取
型

⑷

多
間
取
型

三
、
二
間
取
型
の
民
家

い
ず
れ
も
幕
末
頃
の
建
築
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
る
も
の
で
、
比
較
的
建
築
年
代
の 

新
し
い
遺
構
で
あ
る
。
西
窪
盛
司
家
は
土
蔵
造
で
あ
る
が
、
こ
の
地
方
に
み
ら
れ
る 

土
蔵
造
り
の
中
で
は
最
も
軒
高
が
低
く
、
二
階
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
、
考
え
ら
れ 

て
い
な
か
っ
た(

後
掲
の
写
真
参
照)

。
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
当
家
は
こ
の
地
方
の 

土
蔵
造
り
の
初
期
的
形
態
を
今
日
に
伝
え
る
遺
構
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
建
築
年
代 

は
当
主(

七
十
才)

の
二
代
前
の
人
で
あ
る
盛
泉(

安
政
二
年
四
月
生)

が
数
え
年 

ニ
オ
の
時
火
災
に
あ
い
、
そ
の
後
た
だ
ち
に
建
っ
た
も
の
で
あ
る
と
伝
え
る
と
こ
ろ 

か
ら
、
安
政
三.

四
年
頃
の
建
築
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

二
間
取
型
遺
構
の
規
模
は
梁
行
三
間
〜
四.

五
間
、
桁
行
五•

五
間
〜
六•

五
間 

の
小
規
模
民
家
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
「
デ
ー
ド
コ
」
に

は

「
ゥ
マ
ヤ
」
が
設
け
ら 

れ
て
い
る
。

民
家
は
単
純
機
能
か
ら
複
雑
機
能
へ
と
展
開
し
発
展
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い 

る
が
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
考
察
す
れ
ば
、
当
地
方
の
二
間
取
型
遺
構
は
、
ど
れ 

も
建
築
年
代
こ
そ
そ
う
古
く
は
な
い
が
、
発
達
史
的
に
考
察
す
る
時
、
次
の
三
間
取 

型
よ
り
も
古
い
民
家
の
平
面
形
式
を
伝
え
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

四
、
三

間

取

型

梁
行
三*

五
間
〜
四
間
、
桁
行
七••

五
間
〜
八•

五
間
の
規
模
を
も
ち
、
桁
行
の
ほ 

ぼ
中
央
で
二
分
し
片
側
を
土
間
と
し
て
、
こ
こ
を 

コ
ア
ー
ド
コ
」
と
呼
ん
で
い
る
。
 

床
上
部
は
表
側
の
「
デ
ー
ド
コ
」
寄
り
に
四
〜
五
坪
程
度P

正
方
形
あ
る
い
は
姐
形 

の

「
チ
ャ
ノ
マ
」
を
設
け
、
そ
の
隣
に
表
側
に
面
す
る
室
を
配
し
、
こ
こ
を
「
デ
— 

サ
」
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
、
「
チ
ャ
ノ
マ
」
と

「
デ
ー
サ
」
の
裏
側
は
一
室
に
な
っ
た
奥 

行
一
間
程
度
の
細
長
い
室
が
設
け
ら
れ
、
こ
こ
を
「
ヘ
ヤ
」
と
呼
ん
で
い
る(

図1
2

、
 

参
照)

。r

へ
ヤ
」
は
家
族
の
寝
室
に
用
い
ら
れ
た
室
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ 

の
よ
う
な
細
長
い
寝
室
を
も
つ
例
は
県
内
で
他
に
み
ら
れ
な
い
め
ず
ら
し
い
形
式
で 

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
三
間
取
型
で
、
最
も
古
い
遺
構
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
、
土
屋
長
太 

郎
家
で
あ
り
、
建
築
年
代
は
十
八
世
紀
初
期
頃
と
推
定
さ
れ
る
。

干
川
な
か
家
は
名
主
を
し
だ
と
伝
え
ら
れ
る
家
で
、
家

号

を

「久
星
」
と
い
う
。
 

表
側
の
開
口
部
は
閉
鎖
性
が
強
く
、
土
屋
長
太
郎
家
と
ほ
ぼ
同
じ
年
代
頃
の
建
築
と 

思
わ
れ
る
。

干
川
源
治
家
は
文
化
十
年
の
年
号
入
絵
図
面
が
残
さ
れ
て
お
り
、
復
原
図
も
絵
図 

面
の
部
屋
割
と
一
致
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
頃
建
築
さ
れ
た
も
の
と
み
て
よ
い
。
 

し
た
が
っ
て
、
当
家
は
一
九
世
紀
初
期
の
建
築
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

山
口
伯
明
家
は
干
川
源
治
家
よ
り
も
古
い
と
考
え
ら
れ
、
十
八
世
紀
中
期
頃
の
建 

築
で
あ
ろ
う
と
推
定
す
る
。

黒
岩
房
吉
家
は
現
在
総
二
階
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
当
初
か
ら
で
な
く
、
後 

の
改
造
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
復
原
す
る
と
当
初
は
平
家
で
三
間
取
型
と
な
る
が
、





表
側
の
柱
間
装
置
や
内
部
の
間
仕
切
に
復
原
の
困
難
な
個
所
が
数
個
所
あ
る
。

三
間
取
型
民
家
は
、
図
—2

に
掲
げ
た
五
棟
し
か
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ 

た
が
、
黒
岩
房
吉
家
を
除
く
四
棟
は
現
在
も
寄
棟
造
り
で
あ
り
、
軒
が
低
い
。
そ
し 

て
、
復
原
す
る
と
ど
の
遺
構
に
も
「
ト
コ
」
や
天
井
は
な
く
、
柱
間
装
置
は
次
の
喰 

違
四
間
取
型
ょ
り
も
閉
鎖
的
で
あ
る
。
こ
の
ょ
ぅ
な
と
こ
ろ
か
ら
、
三
間
取
型
は
喰 

違
四
間
取
型
を
遡
っ
た
民
家
の
平
面
形
式
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
デ
ー
ド
コ
」
と 

床
上
境
の
柱
仕
上
げ
は
土
屋
長
太
郎
家•

山
口
伯
明
家•

黒
岩
房
吉
家
が
手
斧 

(

チ
ョ
ー
ナ)

、
干
川
な
か
家•

干
川
源
治
家
が
手
斧
と
鉋
の
併
用
で
あ
る
。

五
、
喰
違
四
間
取
型

梁
行
四
〜
六
間
、
桁
行
七.

五
間
〜
十•

五
間
の
規
模
で
、
古
い
遺
構
は
寄
棟
造 

り
に
な
る
が
、
軒
高
は
ど
れ
も
三
間
取
型
の
遺
構
ょ
り
高
く
な
っ
て
い
る
。

佐
藤
茂
家•

松
本
喜
重
家•

黒
岩
源
蔵
家
は
喰
違
四
間
取
型
の
中
で
は
古
い
遺
構 

と
思
わ
れ
る
も
の
で
、
各
室
に
天
井
が
な
く
、
屋
根
裏
の
利
用
も
考
え
ら
れ
て
い
な 

い
。
し
か
し
、
「
ヱ
ン
サ
」
が
設
け
ら
れ
、
表
側
の
開
口
部
は
差
鴨
居
を
使
用
し
、
中



柱
を
抜
き
取
っ
て
い
る
例
が
多
い
。

黒
岩
源
蔵
家
は
天
明
三
年
の
浅
間
山
大
爆
発
で
、
家
が
熔
岩
に
埋
ま
っ
て
し
ま
い
、
 

そ
の
上
に
現
在
の
家
を
建
て
た
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
た
が
、
近
年
に
な
っ
て
家
の 

前
に
道
路
を
つ
く
る
際
、
屋
敷
と
路
面
と
の
差
が
大
き
く
な
っ
た
た
め
、
現
在
の
家 

の
下
の
土
を
一 
•

五
メ
ー
ト
ル
程
け
ず
り
取
っ
た
。
そ
の
時
黒
く
焦
げ
、
熔
岩
に
押 

し
つ
ぶ
さ
れ
た
家
の
木
材
、が
多
数
出
て
来
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
 

現
存
の
黒
岩
源
蔵
家
は
天
明
三•

四
年
頃
の
建
築
と
推
定
す
る
。

佐
藤
茂
家•

松
本
喜
重
家
は
建
築
様
式
が
黒
岩
源
蔵
家
と
類
似
し
て
い
る
と
こ
ろ 

か
ら
、
同
家
と
同
年
代
頃
の
建
築
で
あ
ろ
う
と
推
察
す
る
。
ち
な
み
に
、
「
デ
ー
ド
コ
」 

と
床
上
境
の
柱
仕
上
げ
は
佐
藤
茂
家•

松
本
喜
重
家.

黒
岩
源
蔵
家
と
も
手
斧
と
鉋 

の
併
用
で
あ
る
。
佐
藤
茂

家

は

「
デ
ー
サ
」

に
奥
行
の
浅
い(

奥
行
一 
•

六
尺)

「
卜 

コ
」
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
松
本{
吾
重
家
、黒
岩
源
蔵
家
に
は
「
ト
コ
」
が
な
い
。
 

故
に
こ
の
地
方
の
一
般
農
家
の 

コ
ア
ー
サ
」

に

「
ト
コ
」
が
設
け
ら
れ
は
じ
ま
る
の 

は
十
八
世
紀
末
期
頃
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

佐
藤
信
一
家
は
草
葺
総
二
階
、
山
崎
国
正
家
も
や
は
り
草
葺
総
二
階
の
造
り
で
あ 

る
が
、
裏
側
と
東
側
は
屋
根
が
低
く
下
が
っ
て
い
る
。
宮
崎
友
次
家
は
板
葺
切
妻
土 

蔵
造
り
、
総
二
階
の
形
式
で
あ
り
、
以
上
三
棟
の
建
築
年
代
は
一
九
世
紀
中
期
以
降 

の
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
三
棟
の 

コ
ア
ー
ド
コ
」
と
床
上
境
の
柱
仕
上
げ
は
鉋
で
あ 

り
、
表
側
に
は
必
ず
「
エ
ン
サ
」
が
付
き
、
コ
ア
ー
サ
」
と
そ
の
裏
側
の
室
に
も
ト
コ 

や
タ
ナ
が
設
け
ら
れ
る
の
が
新
し
い
特
徴
で
あ
る
。

喰
違
四
問
取
型
は
主
に
名
主
階
級
ょ
り
下
の
平
均
的
農
家
階
層
の
遺
構
と
考
え
ら 

れ
、

一
八
世
紀
末
期
以
降
の
民
家
に
多
く
み
ら
れ
る
形
式
で
あ
る
。

六
、
多

間

取

型

市
場
忠
一
郎
家
は
小
屋
梁
に
釘
打
ち
さ
れ
て
い
た
棟
札
に
ょ
っ
て
元
文
六
年
三
月 

の
建
築
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
今
か
ら
二
百
三
十
一
年 

前
に
建
築
さ
れ
た
も
の
で
、
県
内
の
民
家
で
棟
札
の
存
在
す
る
遺
構
と
し
て
は
最
古

の
も
の
で
あ
る
。
当
家
は
草
葺
寄
棟
造
り
で
あ
る
が
、

一
八
世
紀
中
頃
の
遺
構
と
し 

て
は
比
較
的
大
規
模
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
当
家
は
先
祖
が
名
主
を
し
て
い 

た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、,
そ
の
た
め
に
一
般
農
家
よ
り
も
規
模
が
大
き
く
、
「
オ
ク
リ 

ン
デ
！
」

に

「
ト
コ
」
や

「
ト
コ
ヮ
キ
」
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
も
、

一
般
農
家
に 

さ
き
が
け
て
設
備
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
も
の
と
推
察
す
る
。
さ
ら
に
、
「
デ
ー 

ド
コ
」
と
床
上
境
の
柱
は
す
べ
て
鉋
仕
上
げ
と
さ
れ
て
い
る
。
名
主
以
下
の
農
家
の 

場
合
、
前
述
の
佐
藤
茂
家•

松
本
喜
重
家•

黒
岩
源
蔵
家
な
ど
の
遺
構
が
示
す
よ
う 

に
一
八
世
紀
末
期
頃
に
な
っ
て
も
、
デ
—
ド
コ
と
床
上
境
の
柱
仕
上
げ
は
、
手
斧
と 

鉋
の
併
用
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
農
家
の
中
で
も
、
名
主
階
級
に
属
す
る
上
級
民
家 

で
は
設
備
に
お
い
て
も
、
仕
上
げ
に
お
い
て
も
一
般
農
家
よ
り
一
段
進
ん
で
い
た
様 

子
が
う
か
が
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

市
場
家
の
平
面
は
喰
違
四
間
取
型
に
類
似
し
て
い
る
が
、
「
チ
ャ
ノ
マ
」
の
裏
に
「
へ
 

ヤ
」
を
二
室
と
り
、
「
デ
ー
ド
コ
」
側

の

「
ヘ
ヤ
」
が

「
デ
ー
ド
コ
」
に
突
き
出
し
て 

い
る
の
が
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

干
川
英
吉•
家
の
平
面
は
六
間
取
と
な
っ
て
お
り
、
市
場
家
に
お
い
て
「
チ
ャ
ノ
マ
」 

を
土
間
側
に
突
き
出
し
た
「
へ
ヤ
」
の
先
端
ま
で
移
行
し
、r

デ
ー
サ
」
と

「
チ
ャ
ノ 

マ
」

の
間
に
小
部
屋
を
設
け
、
中

央

の

「
へ
ヤ
」

の
奥
行
を
「
オ
ク
リ
ン
デ
ー
」
と 

同
じ
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
表
側
に
復
原
の
困
難
な
個
所
が
あ
り
、
 

建
築
年
代.

役
職
等
も
不
明
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
上
級
の
民
家
に
属
し
た
も
の
で 

あ
る
と
思
わ
れ
、
建
築
年
代
は
市
場
家
よ
り
か
な
り
下
降
す
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
 

当
家
は
ザ
シ
キ
側
の
妻
を
兜
造
り
に
し
、
屋
根
裏
の
利
用
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
蠕 

恋
村
で
は
妻
側
兜
造
り
の
遺
構
は
少
な
く
、
当
家
の
他
に
戸
部
新
栄
家(

田
代)

に 

み
ら
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。

岩
上
武
家
は
以
上
の
二
棟
よ
り
さ
ら
に
大
規
模
で
、
総
二
階
土
蔵
造
石
置
切
妻
屋 

根
で
あ
っ
た
が
、
現
在
の
屋
根
は
ト
タ
ン
葺
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
当
家
は
本
陣
を 

し
て
い
た
本
家
よ
り
分
家
し
、
脇
本
陣
お
よ
び
「中
屋
」
と
い
う
屋
号
の
宿
屋
を
し 

て
い
た
家
で
、
主
屋
の
裏
に
書
院
付
の
立
派
な
「
ハ
ナ
レ
」
が
あ
り
、
そ
の
長
押
に 

墨
書
で
一
茶
の
署
名
入
り
の
落
書
が
あ
る
。

こ

の

「
ハ
ナ
レ
」
と
主
屋
は
同
年
頃
の



建
築
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
当
家
は
一
茶
の
没
年
で
あ
る
文
政
十(

一
八
二
七) 

年
以
前
の
一
九
世
紀
初
期
頃
の
建
築
で
あ
る
と
推
定
す
る
。

な
お
、
十
返
舎
一
九
著
の
「方
言
修
行
金
草
鞋
序
」(

文
政
辰
年
四
月)

の
大
笹
・
 

大
前
の
項
に
当
家
の
店
の
様
子
が
描
か
れ
て
お
り
、
大
変
興
味
深
‘い
。

滝
沢
千
城
家
は
岩
上
武
家
の
主
屋
と
ほ
ぼ
同
様
の
大
規
模
民
家
で
あ
る
が
室
の
配 

置
は
異
な
っ
て
い
る
。
岩
上
武
家
の
平
面
を
み
る
と
、

い
か
に
も
脇
本
陣
お
ょ
び
宿 

屋
ら
し
い
室
の
配
置
と
な
っ
て
い
る
が
、
滝
沢
千
城
家
は
「
カ
ッ
テ
」.

「
ナ
ン
ド
」. 

「
チ
ャ
ノ
マ
」

の
配
置
な
ど
干
川
英
吉
家
と
似
通
っ
て
お
り
、
本
業
が
農
家
で
あ
っ 

た
ょ
ぅ
す
が
ぅ
か
が
わ
れ
る
。
当
家
は
屋
号
を
「
ミ
ヨ
ゥ
バ
ン
ヤ
」
と
い
い
、
近
く

で
と
れ
た
明
礬
を
一
手
に
引
き
受
け
て
、
幕
府
に
出
荷
し
て
い
た
と
い
い
伝
え
る
。

「
デ
ー
ド
コ
」

の
妻
側
の
「
ゥ
マ
ヤ
」

に
相
当
す
る
部
分
は
絵
図
面
に
ょ
れ
ば
「
牛 

午
家
」
と
な
っ
て
お
り
、
こ

の

「
牛
午
家
」
は
ほ
と
ん
ど
梁
行
い
っ
ぱ
い
に
と
ら
れ 

て
い
る
。
故
に
、

こ
こ
は
馬
で
な
く
、
牛
が
多
数
飼
わ
れ
て
い
る
場
所
で
あ
り
、

こ 

の
牛
は
明
礬
を
積
ん
だ
荷
車
を
引
く
た
め
に
飼
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
ぅ
。
当
家 

は
先
程
の
絵
図
面
に
ょ
り
弘
化
三(

一
八
四
六)

年
に
建
築
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か 

で
あ
る
。
当
家
の
造
り
は
切
妻
総
二
階
出
桁
造
り
で
、
屋
根
は
石
置
屋
根
で
あ
っ
た 

と
思
わ
れ
る
が
、
現
在
は
瓦
葺
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
当
家
の
大
黒
柱
は
大
変
豪 

華
(

一
、
五
尺X
 

ーー
、
〇
二
尺)

で
、
六
合
村
小
雨
の
市
川
久
義
家
の
大
黒
柱(

一
、



五
〇
尺X

二
、

一
〇
尺)

に
次
い
で
県
下
で
二
番
目
に
大
き
な
も
の
で
あ
る
。

中
島
守
一
家
は
幕
末
の
頃
建
築
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
切
妻
総
二
階
造
り
の
「
ミ
セ 

(

店)

」
を
持
つ
住
宅
、
す
な
わ
ち
町
家
で
あ
る
た
め
、
「
デ
ー
ト
コ
」
の
幅
は
狭
く
「
ゥ 

マ
ヤ
」
等
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。
当
家
は
、
妻
側
を
前
面
道
路
に
面
す
る
、

い
わ 

ゆ
る
「
町
家
」
と
異
な
っ
て
、
平
側
が
前
面
道
路
に
面
し
て
い
る
た
め
、
平
面
は
「
デ
ー 

ド
コ
」

の
幅
が
狭
く
「
ゥ
マ
ヤ
」
が
な
い
こ
と
以
外
は
、

一
般
農
家
の
間
取
と
大
差 

な
い
造
り
と
な
っ
て
い
る
。
現
在
、
屋
根
は
鉄
板
で
葺
か
れ
、

二
階
上
ほ
ぼ
中
央
部 

に
三
階
を
設
け
て
い
る
が
、
三
階
部
分
は
後
補
の
も
の
で
、
二
階
の
屋
根
も
元
は
石 

置
屋
根
で
あ
っ
た
。
当
家
は
比
較
的
改
造
が
少
な
く
、
戸
袋
に
は
ぶ
厚
い
大
戸
が
残 

さ
れ
て
お
り
、
現
在
で
も
開
け
締
め
が
可
能
で
、
そ
の
機
能
を
立
派
に
果
し
て
い
る
。



干川浜吉家(2間取型)

橋爪一家(2間取型)

滝沢峯男家(2間取型)

黒岩伝五郎家(2間取型) 

前面屋根中央部の突き出した屋根部分は屋根裏への採 

光のため、後で!^けられたもの。

手前の妻は切妻になづているが元は寄棟である。

西窪盛司家(2間取型)

土蔵造りの中では最も軒高が低く、土蔵造りの初期的 

形態がしのばれる。

手前妻側の下屋は後補のもの。

土屋長太郎家(3間取型) 



土屋長太郎家

「トボー」より「デードコ」をみる。左側の板張部分 

は後補のもの。右側には「ウマヤ」がみえる〇

干川なか家(3間取型)

山口伯明家(3間取型)

干川源治家(3間取型)

黒岩房吉家(3間取型) 

元は平家であったと思われるが、中古に大改造し2階 

とする。主要は個所には古い柱がよく残っている。

佐藤茂家(喰違4間取型)

喰違4間取型としては古I、遺構で外観など3間取型遺 

構と変らない。



佐藤 茂家

「デードコ」奥より「トボー」をみる。 

現在では「トボー」の大戸が残っている家は少ない。

黒岩源蔵家

中央の突き上げ屋根は後補のもの。

黒岩源蔵家

「デードコ」奥より「トボー」(大戸をしめたところ) 

をみる。大戸の中のくぐり戸が当家のものは大きくで 

きてL、る。左側は「ウマヤ」だが現在は牛が飼われて 

いる。

佐藤 茂家

「チ-V 7 -7」の表より奥をみる。「チャノマ」の上は吹 

き抜けとなっており、天井が張られていない。奥の右 

上部に神棚がみえる〇この神棚の下が仏壇になる。

松本喜重家(喰違4間取型)佐藤信一家(喰違4間取型) 



宮崎友次家(喰違4間取型) 

土蔵造総2階
佐藤信一家2階

総2階であるため広々と造られている。

さらに屋根裏(3階)も利用できるように考えられて 

いる。

市場忠一郎家(多間取型)

棟札の存在する民家では県下で一番古I、遺構である。

佐藤信一家

「チャノマ」の表側より奥をみる。「チャノマ」の奥に 

は「オクリンデー」に寄った方に「トダナ」が設けら 

れ、その一部が仏壇になっている。仏壇の上に「チャ 

ノ T」幅いっぱいに棚をつくり神棚としている。

山崎国正家(喰違4間取型)
市場忠一郎家の棟札

「干時元文六辛酉三月吉口」と記されている。



干川英吉家(多間取型)

片側(ザシキ側)が「兜造り」になっている。

岩上武家(多間取型)

屋根および前面のヒサシはトタン葺になってI、るが元 

は板葺の石置屋根であった。

岩上武家のI ノヽナル」 

主屋の裏側にあり、ていねいに造られており、立派な 

「出書院」と「トコ」「チガイダナ」が設けられている。

干川英吉家の「ウマヤ」

現在は牛が飼われてI、る。

岩上武家の レヽナレ」の長押に落書されてい 

る一茶の署名入墨書

干川英吉家

「チャノマ」の表より奥をみる。



黒岩平治家 滝沢千城家(多間取型)

干川 進家

「前兜造り」の豪華は名主の家であるが、土間側が大 

改造され店舖が設けられている。

「前兜造り」の形式は村内でめずらしく当家以外にみ 

られなかった。
滝沢千城家の豪華な大黒柱

県で2番目に大きなもの。

小林重太郎家 中島守一家(多間取型)

3階は後補のもの。



滝沢せい家(門貝)

屋根の中央に3階にしては小さいが、換気ヤグラにし 

ては大きい突出部があり、興味を引いたので撮影した。 

内部調査をしていないのでこの部分が当初からのもの 

か後補のものか不明。

戸部新栄家(田代)

「妻側兜造り」でこの地方ではめずらしい造りである。

黒岩重行家

黒岩重行家

出桁下の扇形は装飾的趣向があって興味を引く。当家 

の他にもこのようなデザインを持つ家が数軒みられ 

た。

土屋:腮二即豕

普請帳により明治9年に建築されたことがわかる。 

梁行8. 5間、桁行13. 5間の大規模な家であるが、内部 

は未完成な室が多数ある。

黒岩幸文家

内部の調査ができなかったので3階部分は当初のもの 

か後補のものか不明。



有

形

民

俗

資

料

は

じ

め

に

「民
具
」
の
標
題
の
も
と
に
有
形
民
俗
資
料
を
ま
と
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
 

昭
和
四
十
三
年
度
の
白
沢
村
民
俗
調
査(

報
告
書
第
十
一
集)

か
ら
で
あ
る
が
、
民 

具
調
査
を
主
体
と
し
た
も
の
で
な
く
、
総
合
調
査
の
一
部
と
し
て
記
録
さ
れ
た
も
の 

を
ま
と
め
る
た
め
、
調
査
、
記
録
は
わ
ず
か
で
あ
り
、
対
象
と
な
る
有
形
民
俗
資
料 

も
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
が
こ
れ
ま
で
の
例
で
あ
る
。

今
回
の
調
査
も
ま
た
例
外
で
な
く
、
結
果
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
の
中
で
孀
恋
村 

の
特
色
を
示
す
も
の
と
し
て
は
、
ハ
、、ハ
キ
、
サ
シ
モ
ノ
、
ト
コ
ト
ン(

箱
ぶ
る
い)

、
 

い
も
の
粉
お
ろ
し
機
、
サ
シ
マ
ワ
シ
等
を
除
い
て
は
県
下
の
一
般
的
な
姿
を
示
す
も 

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ハ
バ
キ
や
ケ
ン
デ
ー(

み
の)

、
ィ
ズ
ミ(

ツ
グ
ラ
と
い
う
名 

で
も
知
ら
れ
て
い
る)

、
千
歯
こ
き
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
隣
接
の
信
州
方
面
と

の
つ
な
が
り
が
深
く
、
他
方
で
は
、
い
も
の
粉
お
ろ
し
機
、
サ
シ
モ
ノ
の
よ
う
に
、
 

生
活
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
く
ふ
う
も
出
て
い
る
。
さ
ら
に
鎌
原
所
見
の
臼
の
よ
う
に
、
 

ミ
ネ
バ
リ
と
よ
ば
れ
る
カ
バ 

の
一
種
を
材
料
と
し
て
つ
く
ら
れ
、
杵
も
ま
た
シ
ナ
の 

木
に
ナ
ラ
の
柄
を
つ
け
た
リ
、
ヤ
マ
ッ
カ(

ヤ
マ
ク
ワ)

の
木
に
ハ
ギ
の
柄(

マ
ユ 

ミ
の
柄
も
あ
る)

を
つ
け
て
つ
く
る
杵
な
ど
は
、
高
冷
地
の
生
活
を
物
語
る
も
の
と 

い
え
よ
う
。

整
理
、
分
類
は
次
の
よ
う
に
し
た
。

一
、 
生
産
用
具

二
、 
運
搬
用
具

三
、 
日
常
家
庭
用
具

四
、 
そ
の
他

き
わ
め
て
慨
括
的
で
あ
り
、
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
が
、
衣
•

食
.

住
を
は
じ
め
、

カイコズ(石津)

(阿部孝撮影)

桑切り機(下袋倉)

(阿部孝撮影)

桑切り包丁(袋倉)

(阿部孝撮影)



関
係
各
項
目
を
参
照
せ
ら
れ
た
い
。(

阪
本
英
一)

一
、
生
産
用
具

㈠

養
蚕
に
関
す
る
も
の

養
蚕
は
明
治
に
な
っ
て
か
ら
と
い
わ
れ
、
も
と
は
夏
蚕
一
回
だ
け
だ
っ
た
。

一
時 

は
蚕
種
製
造
を
や
っ
た
り
し
た
が
現
在
は
少
な
く
な
っ
て
、
蚕
具
も
整
理
し
て
し 

ま
っ
た
衆
も
多
い

カ
ヤ
マ
ブ
シ 

昭
和
三
十
四•

五
年
こ
ろ
ま
で
使
用
。
カ
ヤ
が
枯
れ
な
い
う
ち
に 

刈
っ
て
お
き
、
冬
の
手
間
の
あ
る
と
き
に
折
っ
て
つ
く
る
。
使
い
方
は
、
穂
の
方
が 

内
側
に
な
る
よ
う
に
し
て
二
人
が
向
き
合
っ
て
一
緒
に
ひ
ろ
げ
、
あ
わ
さ
っ
た
と
こ 

ろ
で
使
う
。
倒
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、

ハ
ギ
の
棒
を
と
っ
て
お
い
て
凹
み
の
と 

こ
ろ
に
入
れ
て
固
定
す
る
。
乾
燥
す
る
の
で
よ
い
ま
ゆ
か
と
れ
た
も
の
。(

鎌
原)

ヌ
カ
焼
き 

養
蚕
で
は
、
蚕
座
の
乾
燥
や
消
毒
の
意
味
も
あ
っ
て
モ
ミ
ヌ
カ
を
焼 

い
た
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
ほ
県
下
各
地
で
み
ら
れ
る
が
、
ヌ
カ
ヤ
キ
に
使
用
す
る 

道
具
も
ま
た
県
下
一
般
に
こ
の
形
式
の
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
市
販
品
で
あ
る
。
 

(

今
井)

㈡

農
耕
に
関
す
る
も
の

マ
ン
ガ 

ほ
と
ん
ど
田
の
な
か
っ
た
地
区
な
の
で
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
村
の
中
の 

鍛
治
屋
に
つ
く
っ
て
も
ら
っ
た
も
の
。
柱
が
三
本
で
ハ
シ
ゴ
に
な
っ
て
い
る
の
も
田 

が
固
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。(

鎌
原)

ア
ゼ
シ
メ 

春
田
の
畦
を
た
た
い
て
固
め
、
畦
つ
く
り
を
し
た
道
具
。(

大
前) 

ボ
ウ
チ
ン
ボ
ウ 

棒
打
棒
と
で
も
書
く
も
の
か
。.

大
豆
、
小
豆
な
ど
を
こ
な
す
と 

き
に
使
用
す
る
も
の
で
、
こ
こ
で
は
ク
ル
り
棒
は
使
わ
な
い
。
少
量
の
と
き
な
ど
は 

ベ 

エ
を
使
ぅ
。(

大
前)

ブ
チ 

麦
ぶ
ち
台
、
た
た
み
一
帖
の
広
さ
が
あ
る
。
四
隅
に
竹•

ほ
ぅ
の
木
を
立 

て
て
ぶ
つ
。

脱
穀
機
を
ブ
チ
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
。(

西
窪)

千
歯
コ
キ 

大
正
八
年
製
の
も
の
は
鉄
歯
が
三
角
穂
に
な
っ
て
い
て
、
二
十
一
本 

あ
り
、
信
州
の
形
式
で
あ
る°
(

今
井)

ス
ル
ス 

昭
和
の
六•

七
年
こ
ろ
ま
で
は
あ
っ
て
、
モ
ミ
ス
り
を
し
た
。(

鎌
原) 

ビ

ッ

チ

ュ

ウ

刃

幅

一

七•

五
cm.
高
さ
三
十
二
cm
、
厚
さ
一.
l

cm
、

一
枚

カヤマ1シ(鎌原) 

(阪本英--撮影)

ヌカ焼きモミヌカを焼き蚕 
に使用(今井)(阿部孝榛影)

マンガ(鎌原)(阪本英一撮影)



ボウチンボウ(大前)(関口正己撮影) アゼシメ(大前)

(関口正己撮影)

スルスモミの木製のもみすり臼。(大前)

(関口正己撮影)

千歯コキ(左)歯が三角穂のものに大正八年の 

銘がある。(大前•蠕恋西小)(関口正己撮影)

ねこ(今井)(阿部孝撮影) トオミ(石津)(阿部孝撮影)



左より、ベエ(ボウチンボウでたたいた仕上げ用)マサ 

キり、ツルハシ、トウグ7、アラック7、サクギリグ7、 

クサカキ、ビッチュウ、(大前) (関口正己撮影)

右、ふたまたのビッチュー(干俣) 

らちがあかないので三本になったと 

いう。もう使用していないという。

(金子緯一郎撮影)

草かき 砥石でよくとぎ、切れるように 

して使用する。(田代)(阿部 孝撮影)

くね いんげんに使用する、他の土地よ 

り来る。依託販売(田代)(阿部 孝撮影)

アサヒキブネ(大前) 

(金子緯一郎撮影)

エンガ(鎌原)(阪本英一撮影)

三本バシゴ(左)果樹の手入れ用の 

もの(大前) (関口正己撮影)



の
幅
一 
•

六

cm
、
柄
の
長
さ
一
〇
六
cm
。(

西
窪)

備
中
鍬 

二
つ
ま
た
と
三
つ
ま
た
と
あ
り
、
二
つ
ま
た
で
は
ら
ち
が
あ
か
な
い
の 

で
、
三
つ
ま
た
に
な
っ
た
。
若
い
こ
ろ
は
、
こ
れ
で
田
ん
ぼ
を
掘
り
お
こ
し
た
。
二 

つ
ま
た
は
、
刃
先
の
長
さ
二
七
セ
ン
チ
、
巾
十
二
、
五
セ
ン
チ
、
柄
九
七
セ
ン
チ
ほ 

ど
、
三
つ
ま
た
は
、
刃
先
の
長
さ
二
八
セ
ン
チ
、
巾
一
九
セ
ン
チ
、
柄
の
長
さ
八
七 

セ
ン
チ
ほ
ど
で
あ
る
。(

干
俣)

エ
ン
ガ(

柄
鍬)

三
本
バ
シ
ゴ
果
樹
の
手
入
れ
を
す
る
た
め
の
も
の
で
、
持
ち
運
び
に
便
利
な
こ 

と
、
安
定
す
る
こ
と
を
考
え
て
あ
る
。
枝
を
引
き
よ
せ
て
作
業
す
る
た
め
に
カ
ギ
枝 

を
使
用
す
る
。(

大
前)

ア
サ
ヒ
キ
ブ
ネ
別
名
ネ
ド
コ
ブ
ネ
と
も
い
ぅ
。
こ
の
中
に
麻
を
入
れ
て
水
に
浸 

し
て
ひ
い
た
も
の
と
い
い
、
長
さ
約
一
間
余(

約
二m
)
。(

大
前)

く
ね 

花
い
ん
げ
ん
に
使
用
す
る
く
ね
の
材
料
は
竹
や
篠
を
使
ぅ
が
孀
恋
村
に
は 

な
い
の
で
他
の
土
地
よ
り
移
入
さ
れ
た
も
の
を
購
入
す
る
。(

田
代)

シ
グ
ツ 

馬
の
え
さ
を
入
れ
る
袋
。
た
て
糸
に
シ
ナ
、
よ
こ
糸
に
わ
ら
繩
を
使
っ 

て
ム
シ
ロ
織
り
の
道
具
で
つ
く
る
。
馬
の
首
に
か
け
て
、
歩
き
な
が
ら
馬
が
え
さ
を 

食
べ
ら
れ
る
。(

門
貝)

シ
ョ
イ
ビ
ク 

袋
を
編
ん
で
つ
く
り
、
弁
当
を
入
れ
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を 

入
れ
て
背
負
い
歩
く
も
の
。
麻
で
つ
く
っ
た
の
は
高
級
品
だ
っ
た
。(

大
前)

馬
鈴
薯
の
澱
粉 

干
俣
で
は
明
治
時
代
に
、
馬
鈴
薯
か
ら
澱
粉
を
製
造
し
て
売
り 

出
し
て
い
た
。
イ
モ
オ
ロ
シ
で
馬
鈴
薯
を
す
り
お
ろ
し
て
、
干
俣
川
の
流
れ
に
さ
ら 

し
て
、
澱
粉
を
つ
く
っ
た
が
薯
十
俵
か
ら
澱
粉
一
俵
の
割
合
で
取
れ
た
。
イ
モ
オ
ロ 

シ
は
長
方
形
の
箱
形
で
、
水
車
に
仕
掛
け
て
薯
を
す
り
お
ろ
し
た
。(

干
俣)

い
も
の
粉
お
ろ
し
は
い
も
の
粉
を
つ
く
る
た
め
の
手
製
の
道
具
で
、
四
角
の
桝
形 

の
中
に
洗
っ
た
ジ
ャ
ガ
イ
モ
を
入
れ
、
交
互
に
二
人
で
引
い
て
つ
ぶ
す
。
つ
ぶ
し
た 

汁
を
ザ
ル
に
入
れ
、
ス
り
コ
ギ
で
す
り
な
が
ら
水
を
か
け
て
こ
ま
か
に
す
る
。
こ
れ 

を
イ
モ
サ
—
シ
と
い
っ
た
。•
サ
—
シ
タ
も
の
を
ケ
ブ
ル
イ(

絹
ブ
ル
イ)

に
か
け
、
何 

回
も
ア
ク
出
シ
を
し
て
、
白
い
粉
が
と
れ
る
。

昭
和
三
十
七
年
こ
ろ
ま
で
や
っ
て
い
た
。(

門
貝)

㈢

山
樵
に
関
す
る
も
の

大
ガ
マ 

下
刈
に
使
う
。
体
力
が
な
い
と
一
日
ふ
れ
な
い
。
刃
の
長
さ
が
八
寸
く 

ら
い
の
は
婦
人
用
、
男
子
は
尺
ガ
マ
を
使
、っ
。

ソ
り
ガ
マ
に
コ
ゴ
ミ
ナ
タ
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
カ
マ
の
柄
は
そ
っ
て
い
る
く 

ら
い
が
使
い
良
い
。

刃
の
幅
五.

八

cm
、
長
さ
二
十
七
cm
、
柄
の
長
さ
百
十
cm
、
太
さ
四
cm
。(

西
窪) 

大
鎌
は
、
刃
渡
り
一
五
〜
三
十
cm
、
柄
の
長
さ
約
一m

ほ
ど
で
、
両
手
で
使
う
。
 

鎌
の
柄
は_

分
で
作
る
が
、
柳
が
丈
夫
で
、
手
さ
が
り
が
ょ
い
。

下
刈
り
鎌
は
、
刃
渡
り
三
十
五
cm
、
柄
は
一 
•

五m

ほ
ど
あ
る
。(

大
前)

小
鎌
刃
渡
り
二
十

cm
、
柄
は
三
十
cm
ほ
ど
で
あ
り
、
手
刈
り
用
に
す
る
。(

大
前) 

砥

石

砥

石

は

、
ア
ラ
砥
と
、
仕
上
げ
砥
を
使
っ
て
鎌
を
と
ぐ
。
カ
ッ
ツ(

麻)

で 

つ
く
っ
た
ト
ヅ
カ
り
に
入
れ
て
腰
に
つ
け
て
運
ん
だ
。(

大
前)

オ
シ
ガ
マ 

ケ
イ
バ
を
切
る
。
昔
は
柄
の
側
の
台
が
長
く
ス
ネ
ッ
タ
マ
で
押
え
て 

切
っ
た
。

台
の
幅
十
五
cm
、
長
さ
七
十
八
cm
、
刃
の
幅
十
一
cm
、
長
さ
三
十
一
cm
、柄
の
長
さ 

六
十
cm
。(

西
窪)

ネ
ギ
リ
マ
サ
キ
り
全
長
九
十
四
cm
、
刃
の
幅
五
cm
、
長
さ
二
十
四
cm
、柄
の
太
さ 

四

cm
。

刃
に
秀
之
の
銘
あ
り
。(

門
貝)

ヒ
ロ
ハ
オ
ノ 

全
長
九
十
七
cm
、
刃
の
幅
二
十
二•

五

cm
、
高
さ
二
十
五
cm
、
柄 

の
太
さ 

刃
の
近
く
五.

八

cm
、
手
で
に
ぎ
る
部
分
四•

五

cm(

門
貝)

ダ
イ
ビ
キ
木
を
横
に
切
る
道
具
、刃
は
鉄
、
柄
は
木
製
、
刃
は
柄
に
さ
し
込
む
。
 

刃
幅
十
五
cm
、
長
さ
八
十
二
cm
、
柄
の
長
さ
十
五.

二

cm
、
太
さ
十
四•

五

cm
。
 

(

門
貝)

マ
イ
ビ
キ
板
に
ひ
く
道
具
。
銘

庄

七

郎

、も
と
の
幅
は
四
十
五
cm
く
ら
い
あ
っ 

た
が
、
使
っ
て
減
っ
た
。
柄
に
さ
し
込
み
、
針
金
で
し
ば
る
。



いもの粉おろし(門貝)
(中村和三*郎撮影)

シグツ(西窪) 

(青木則子撮影)

シグツシナの皮を使う(鎌原)

(阪本英一撮影)

大鎌(右)手鎌(左) 

(阿部孝撮影)
シタカリ鎌(石津) 

(阿部孝撮影)

オシガマ(西窪)(青木則子撮影)

自家用の薯おろし機(大前、西小郷土室) この機械 

にかけて、馬鈴薯から澱粉をとった。(金子緯一郎撮影)

土間にかけられた鎌各種(鎌原)(阪本英一撮影)

左からノコギリ 大マサツキリ 小マサッキリ 

(干俣) (金子緯一郎撮影)
左より大鎌(2本)下刈リ鎌、ナタ鎌、桑切リ鎌(2本) 

(大前) (関口正己撮影)



マキ切り台(石津) 

(阿部孝撮影)

上、マイビキ下、ダイビキ(門貝)

(中村和三郎撮影)

炭箕炭や、石まじりのごみを 

すくう。(干俣)(関口正己撮影)
(左)スミミ(右)コイミスズダケでつくってある 

のでスズミともいう(西窪)(青木則子撮影)

草刈かご(干俣) 

(金子緯一郎撮影)

草刈りかご背負うひものつ 

け方に注意(井田安雄撮影)

左から草刈りカゴ、コッパカゴ(大前)

(金子緯一郎撮影)

木

挽

き

用

の

こ

ぎ

り(

門

貝)

(

中
村
和
三
郎
撮
影)

上、ヒロハオノ 下、ネギリマサキリ［門貝)
(中村和三郎撮影)



薪
切
り
台 

冬
の
生
活
に
備
え
て
の
薪
切
り
は
大
切
な
作
業
で
、
長
さ
を
そ
ろ
え 

て
切
る
た
め
に
く
ふ
う
さ
れ
た
も
の
。
こ
の
上
に
木
材
を
の
せ
て
足
で
お
さ
え
な
が 

ら
の
こ
ぎ
り
で
切
る
。(

石
津)

ー
ー
、
運
搬
用
具

ス
ミ
ミ 

炭
を
ふ
る
い
わ
け
る
た
め
の
ミ
。
大
竹
を
幅
一
cm
に
割
り
、
ア
ジ
ロ
に 

編
む
。

幅
六
十
cm
、
長
さ
五
十
八
cm
、
ア
ジ
ロ
の
目
の
間
隔
約
一 
•

八

cm
。(

西
窪)
•

コ
イ
ミ 

堆
を
す
く
い
こ
ん
で
、
マ
ゲ
ー
モ
チ
に
入
れ
る
の
に
使
う
。

ス
ズ
竹
で 

作
っ
て
あ
る
の
で
ス
ズ
ミ
と
も
い
う
。
ス
ズ
竹
を
六
本
あ
わ
せ
て
、
カ
ア
ッ
ソ
か
フ 

ジ
で
し
ば
る
。

幅
五
十
三
cm
、
長
さ
四
十
六
cm
。(

西
窪)

草
刈
り
か
ご 

め
の
あ
ら
い
大
き
な
か
ご
で
、
草
刈
に
使
う
。(

大
前)

ザ
マ
か
ご 

め
の
つ
ん
だ
か
ご
の
外
側
に
、
草
刈
り
か
ご
の
よ
う
な
も
の
を
あ
み 

こ
ん
だ
も
の
。(

大
前)

コ
ッ
パ
か
ご
小
さ
い
背
負
い
か
ご
。(

大
前)

ま
ゆ
か
ご
ま
ゆ
を
入
れ
る
た
め
に
つ
く
っ
た
大
き
な
か
ご
。(

大
前)

マ
ゲ
エ
モ
チ 

ビ
ク
と
も
い
う
が
、
マ
ゲ
エ
モ
チ
が
一
般
的
、
馬
の
背
に
つ
け
て 

堆
肥
を
運
搬
す
る
も
の
に
使
う
が
、
慣
れ
な
い
と
積
ん
だ
り
、
お
ろ
し
た
り
が
う
ま 

く
ゆ
か
な
い
も
の
。
木
の
枠
の
こ
と
は
ハ
シ
ゴ
と
い
う
が
、
繩
の
も
と
に
は
ク
マ
イ 

ブ
と
い
う
植
物
の
つ
る
を
使
う
。(

ク
マ
イ
ブ
は
、
夏
に
花
が
咲
く
が
実
は
翌
年
に
つ 

く
植
物)

子
ど
も
の
ナ
ゾ
に
「
モ
チ
ニ 

ハ
モ
チ
ダ
ガ 

ク
エ,
ネ
エ
モ
チ
ナ
ア
ニ
」
答

は

「
マ 

ゲ
エ
モ
チ
」
と
い
う
の
が
あ
る
。(

鎌
原)

マ
ゲ
エ
モ
チ
は
馬
の
背
で
堆
肥
を
運
ぶ
た
め
の
も
の
。
木
製
の
枠
に
繩
で
編
ん
だ 

ビ
ク
を
つ
け
、
シ

ト(

荷
グ
ラ)

に
つ
け
て
運
び
、
ビ
ク
の
底
の
紐
を
ほ
ど
い
て
堆 

肥
を
お
と
す
。
ビ
ク
の
ロ
緣
に
つ
る
を
ま
わ
し
、
そ
れ
と
枠
を
結
ぶ
。

幅
五
十
cm
、
長
さ
二
四
三
cm
、
厚
さ
四
cm
、
枠
の
高
さ
六
cm
、
ビ
ク
の
長
さ
ー
ー 

〇

cm
、
ロ
緣
部
四
十
二
cmx

四
十
cm
。

コ
イ
ミ
で
コ
イ
を
マ
ゲ
ー
モ
チ
に
入
れ
る
こ
と
を
コ
イ
ツ
ケ
を
す
る
と
い
う
。(

西

窪)
コ
イ
ダ
シ
モ
ッ
コ 

幅
七
十

cm
、
長
さ
ニ
ニ 

ー
cm
、コ
イ
を
の
せ
る
部
分
の
長
さ 

一
〇
〇
cm
。(

西
窪)

三
、
日
常
家
庭
用
具

㈠

衣
生
活
に
関
す
る
も
の

ケ
ン
デ
—

ワ
ラ
、
シ
ナ
、
ク
グ
な
ど
で
自
分
で
作
る
。

一
日
に
一
つ
出
来
る
人 

は
腕
が
良
い
。
シ
ナ
は
く
さ
ら
な
い
し
、
ク
グ
は
軽
く
て
良
い
。

ワ
ラ
は
、
三

束(

一
束
—
十
二
わ)

が
一
つ
分
で
、
根
元
を
内
側
に
、
穂
を
外
に
出 

す
ょ
う
に
し
て
編
む
。
形
は
肩
ミ
ノ
や
腰
ミ
ノ
が
多
か
っ
た
。(

門
貝)

ワ
ラ
と
ス
ゲ
で 
つ
く
る
が
、
烏
居
峠
を
こ
え
て
、
信
州
か
ら
上
げ
た
も
の
が
多
い
。

(

大
前)

W

食
生
活
に
関
す
る
も
の

卜
—
ワ
の
ヒ
キ
ウ
ス 

自
家
用
の
卜
—
ワ
を
つ
く
る
と
き
に
使
う
石
臼
、
中
央
に 

穴
が
あ
り(

径
七
cm)

、
こ
こ
か
ら
大
豆
を
入
れ
て
ま
わ
す
。

ヒ
キ
木
は
上
の
石
の
横 

に
あ
る
穴
に
つ
け
て
ま
わ
す
も
の
。
石
臼
の
直
径
三
十
三
cm
、
全
高
二
十
四
cm
、(

上 

石
十
三
cm
、
下
石
十
一
cm)
。(

鎌
原)

豆
腐
箱 

大
豆
二
升
か
ら
十
四
丁(

一
箱)

つ
く
る
。
底
が
十
四
に
区
切
っ
て
あ
り
、
 

底
、
側
面
と
も
無
数
の
穴
が
あ
い
て
い
る
。

幅
二
十
二•

三

cm
、
長
さ
六
十
一 
•

五

cm
、
高
さ
二
十
一
cm
、
深
さ
十
八.

五

cm
、
 

厚
さ
三
cm
。

お
さ
え
、
幅
十
七•

八

cm
、
長
さ
五
十
四•

八

cm
、
厚
さ
二
cm
。(

門
貝)



ショイコ(三原)

(井田安雄撮影)

左、朝鮮チギ右、ショイコ

(大前) (関口正己撮影)

馬のクラにのせたコエビク(大前)

(撮影金子緯一郎)

カゴを背負った農婦(上袋倉)

(阿部孝撮影)•

マゲエモチ(ビク)長さ153cm
巾60cm (鎌原)(阪本英一撮影)

ザマカゴ(下袋倉) 

(阿部孝撮影)

まゆかご(下袋倉)

(阿部孝撮影)

一輪車終戦直後、水田作りに使用 

(大前) (関口正己撮影)

馬のクラ(大前)

(金子緯一郎撮影)

朝鮮チギ(ショイコ) 

(大前)(金子緯一郎撮影)

肥出しモッコ(大前)

(関口正己撮影)



ミノ ワラとスゲで作る(大前.懦恋西小)

(関口正己撮影)

サシモノ(門貝)

(青木則子撮影)

サシコ(門貝)

(青木則子撮影)

ハバキ,(大笹、蠕恋西小)

(関口正己撮影)

わらぐつ(大正時代ま 

ではいた)(鎌原)

(阪本英一撮影)

サシモノ(門貝,)(青木則子撮影)

さ上13cm、下11cm)(鎌原)

(阪本英一撮影)

ラジ(鎌原)
(阪本英一撮影)

雪靴とわらじ(大前、西小郷土室) 

(金子緯一郎撮影)

とうふを作った箱(上袋倉)(阿部 孝撮影) 豆腐箱(門貝)(青木則子撮影)



石
臼
は
台
所
の
す
み
に
お
か
れ
、
と
う
ふ
つ
く
り
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
 

し
ょ
う
ぎ
は
洗
い
も
の
の
容
器
と
し
て
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
必
需
品
で
あ
る
。
 

特
に
し
ょ
う
ぎ
の
緣
の
竹
が
円
形
に
な
っ
て
前
方
に
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注 

意
し
た
い
。

み
そ
こ
し
は
柄
を
つ
け
て
使
い
よ
く
し
て
あ
り
、
う
ど
ん
な
ど
を
あ
た
た
め
る
に 

も
利
用
で
き
そ
う
で
あ
る
。(

上
袋
倉)

と

う

じ

カ

ゴ

、っ
ど
ん
を
あ
た
た
め
る
の
に
使
う
。
材

質

カ

ゴ

の
部
分
は
竹
、
 

柄
は
木
製
、
カ
ゴ
は
六
つ
目
編
、
緣
は
巻
口
仕
上
げ
。

全
長
三
十
四.

五

cm
、
ロ
緣
の
幅
九•

三

cm
、
長
さ
十
一

cm
、
深
さ
七

cm
、
柄
の 

長
さ
二
十
三•

五

cm
。(

門
貝)

I

斗
ナ
ベ 

家
の
建
築
や
田
植
ぇ
、
祝
儀
不
祝
儀
な
ど
の
ヒ
ト
ョ
セ
の
と
き
に
汁 

を
つ
く
る
た
め
に
使
う
ナ
ベ
。
日
常
は
使
わ
な
い
。

ナ
ベ
シ
キ 

ナ
ベ
を
置
く
輪
の
台
で
、
繩
で
つ
く
る
が
、
型
が
崩
れ
な
い
よ
う
に 

十
文
字
に
つ
く
っ
て
あ
る
。(

鎌
原)

こ
ね
鉢
同
郡
内
の
六
合
村
入
山
の
人
た
ち
が
つ
く
っ
て
売
り
に
来
た
も
の
を 

買
っ
て
使
っ
た
が
、
ソ
バ
を
つ
く
る
に
も
、
、っ
ど
ん
を
つ
く
る
に
も
、
粉
類
の
調
理 

に
は
欠
か
せ
な
い
道
具
。(

鎌
原)

ト
コ
ト
ン 

箱
ぶ
る
い
の
こ
と
。
昔
は
、
麦
は
用
水
の
ほ
と
り
に
つ
く
ら
れ
た
水 

車
で
ひ
い
た
後
ト
コ
ト
ン
で
ふ
る
う
。
ト
コ
ト
ン
は
、
大
工
に
頼
ん
で
つ
く
っ
た
箱 

形
の
も
の
で
、
中
に
柄
の
つ
い
た
フ
ル
ィ
が
入
っ
て
お
り
、
柄
を
つ
か
ん
で
前
後
に 

動
か
す
の
で
、
ト
コ
ト
ン
、
ト
コ
ト
ン
と
音
が
す
る
の
で
そ
の
名
が
あ
る
。

ト
コ
ト
ン
に
は
二
種
類
あ
っ
て
、
フ
ル
ィ
の
粗
い
の
は
オ
ツ
ケ
ダ
ン
ゴ
用
、
こ
ま 

か
い
の
が
ウ
ド
ン
用
で
あ
る
。
夕
方
に
な
る
と
、
こ
れ
を
使
っ
て
粉
を
ふ
る
い
、
夕 

飯
の
用
意
を
す
る
の
が
女
の
仕
事
で
、
あ
ち
こ
ち
で
に
ぎ
や
か
に
ひ
び
き
わ
た
っ
た 

も
の
。
人
そ
れ
ぞ
れ
に
ト
コ
ト
ン
の
音
の
ひ
び
き
が
ち
が
い
、
あ
れ
は
だ
れ
の
も
の 

と
聞
き
分
け
ら
れ
た
と
い
う
。
公
団
で
製
粉
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
わ
ざ 

わ
ざ
ト
コ
ト
ン
を
使
わ
な
く
も
よ
か
っ
た
の
で
不
要
に
な
っ
た
。(

鎌
原)

膳
椀 

祝
儀
の
と
き
に
利
用
す
る
膳
椀
に
は
、
猫
足
の
膳
の
高
い
の
と
や
や
低
い

も
の
を
使
い
、
低
い
も
の
は
ス
ィ
モ
ノ
膳
と
い
、っ
。
ホ
ン
パ 

ン
に
は
猫
足
膳
に
ツ
ボ
、
 

ス
ィ
モ
ノ
、
ヒ
ラ
と
メ
シ
ワ
ン
、
シ
ル
ワ
ン
が
使
わ
れ
る
。(

鎌
原)

0

住
に
関
す
る
も
の

切
り
火 

現
在
で
も
正
月
三
が
日
は
火
打
金
で
き
よ
め
る
が
、
切
り
火
に
は
、
ガ 

マ
の
穂
と
桐
の
炭
を
酢
で
ね
っ
て
固
め
、
乾
燥
し
た
も
の
が
よ
い
。
石
の
方
に
こ
れ 

を
つ
け
て
も
っ
て
い
て
、
火
打
金
で
カ
チ
カ
チ
と
や
れ
ば
火
が
う
つ
っ
て
燃
え
て
く 

る
。

こ
れ
を
タ
バ
コ
の
火
と
し
た
り
、
ツ
ケ
木
が
あ
れ
ば
燃
し
つ
け
る
こ
と
が
で
き 

る
。(

鎌
原)

ヒ
デ
ア
カ
シ 

形
は
い
ろ
い
ろ
だ
が
、
浅
間
の
軽
石
を
加
工
し
て
つ
く
っ
た
。
松 

の
節
を
そ
の
ま
ま
く
ベ
て
燃
し
て
、
こ
の
あ
か
り
で
稲
こ
き
な
ど
も
し
た
が
、
燃
す 

の
は
子
ど
も
の
役
め
だ
っ
た
。
径
二
十
七

cm
、
高
さ
三
十
八

cm
。(

鎌
原)

チ
ョ
ウ
チ
ン 

最
近
ま
で
使
用
さ
れ
た
も
の
。
手
を
か
け
る
と
こ
ろ
に
あ
る
細
い 

棒
は
ロ
ー
ソ
ク
立
て
を
上T

す
る
も
の
で
、
火
を
つ
け
た
り
、

ロ
ー
ソ
ク
を
と
り
か 

え
た
り
す
る
と
き
に
上
下
す
る
棒
。(

鎌
原)

カ
ギ
サ
マ 

い
ろ
り
の
カ
ギ
竹
は
、
古
く
は
サ
ン
マ
タ
に
な
っ
て
い
る
木
を
利
用 

し
た
。
「
カ
ホ
ウ
ク
ル
ミ
」
と
い
っ
て
ク
ル
ミ
が
よ
か
っ
た
が
、
桑
や
、
ホ
ウ
の
木
も 

使
っ
た
。(

鎌
原)

ホ
ウ
キ 

竹
の
な
い
土
地
な
の
で
山
の
か
ん
木
を
利
用
し
て
つ
く
る
。
白
は
ぎ
が 

ベ
ん
り
で
、
他
に
は
庭
に
自
生
し
て
い
る
ホ
ウ
キ
草
を
ほ
し
て
つ
く
る
草
ぼ
う
き
が 

あ
る
。
台
所
な
ど
に
は
草
ぼ
う
き
を
使
、っ
。(

鎌
原)

雑
穀
入
れ 

柳
の
木
の
ウ
ロ 
(

空
洞)

に
な
っ
た
も
の
を
利
用
し
、
底
板
を
つ
け 

て
大
豆
や
小
豆
な
ど
を
入
れ
る
も
の
と
し
て
利
用
し
た
も
の
。(

鎌
原}

臼
と
杵 

昭
和
十
年
こ
ろ
、
当

主
(

官
崎
金
平
氏)

が
つ
く
っ
た
。
材
料
は
ミ
ネ 

バ
り
と
い
う
シ
ラ
カ
バ
の
一
種
で
、

一
〇
〇
〇m

ほ
ど
の
高
い
山
で
な
い
と
な
い
木 

で
、
固
い
木
で
、

マ
サ
キ
り
で
割
る
に
も
苦
し
む
く
ら
い
だ
か
ら
割
れ
な
い
。
 

杵
は
、
シ
ナ
の
木
に
ナ
ラ
の
柄
を
つ
け
た
も
の
と
ヤ
マ
ッ
カ(

ヤ
マ
ク
ワ)

に
ハ 

ギ

の

柄(

マ
ユ
ミ
の
と
き
も
あ
る)

を
つ
け
て
つ
く
っ
た
。(

鎌
原)



うどんのとうじかご(上袋倉) 

(阿部孝撮影)
みそこし(上袋倉) 

(阿部孝撮影)

石臼としょうぎ(上袋倉) 

(阿部孝撮影)

本膳(鎌原)(阪本英一撮影)

うどんとじ(門貝) 

(中村和三郎撮影)

トコトンの使用法ふたをして使う(鎌原)

(阪本英一撮影)

ナベシキ(3升用一径33cm)(鎌原) 

(阪本英一撮影)

1斗ナベ径53cm (鎌原)

(阪本英一撮影)

こね鉢昭和初年2円で買った 

もの(鎌原)(阪本英一撮影)

箱ぶるい昭和21年まで使用

(石津)•(阿部孝撮影)

ハコフルイ(二原)

(井田安雄撮影)



カギサマ サカナは明治38 
年ササ板を割っていたと 

きにつくったもの(鎌原) 

(阪本英一撮影)

はぎほうき白は 

ぎでつくる(西窪) 

(青木則子撮影) 

火打石と火打金(鎌原) 

(阪本英一撮影)

ヒデアカシ浅間の軽石 
でつくったもの(鎌原) 

(阪本英一撮影)

川端におく漬物だる(上 
袋倉)(阿部孝撮影)

手桶(鎌原) 

(阪本英一撮影)

ホウキ山のかん木を

利用する。(大前)

(関口正己撮影)

チョウチン(鎌原)

(阪本英一撮影)

かめ明治期には稚蚕用の桑を入 
れたもの(鎌原)(阪本英一撮影)

臼と杵 臼材はミネバ1J 杵=左、ヤマッカに 

ノ、ギの柄をつけたもの 右、シナの木にナラの 

柄をつけたもの(鎌原) (阪本英一撮影)

草ぼうきづくり(鎌原)(阪本英一撮影)

雑穀入れ(鎌原)(阪本英一撮影)

川端におく漬物だる(上 
袋倉)(阿部孝撮影)



サシマワシ 村中の各家の名と巾着がありこの中に祭典の寄附金 

を入れてまわす。(鎌原) (阪本英一撮影)

イズミ(今井)

(丑木幸男撮影)

念仏のじゅず(石津)

(阿部孝撮影)

水車の石臼(上袋倉) 
 (阿部孝撮影)

百万遍の大ジュズ 観音堂に保管 

(大前) (関口正己撮影)

四
、
そ

の

他

水
車 

か
っ
て
は
部
落
の
各
所
で
、
用
水
に
そ
っ
て
水
車
が
設
け
ら
れ
、
製
米
、
 

製
粉
が
行
な
わ
れ
、
石
臼
が
利
用
さ
れ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
庭
石
の
一
つ
と
し
て 

庭
の
一
隅
に
お
か
れ
る
程
度
で
あ
る
。(

上
袋
倉)

サ
シ
マ
ワ
シ 

村
中
の
祭
で
な
く
、
小
さ
な
祭
り
の
と
き
に(

コ
マ
ツ
リ)

寄
附
を 

集
め
る
回
状
に
使
っ
た
も
の
。
村
中
の
家
の
名
が
記
さ
れ
、
そ
の
上
に
火
ば
し
で
あ 

け
た
穴
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
で
ぬ
っ
た
キ
ン
チ
ヤ
ク
が
つ
る
し
て
あ
る
。
寄
附 

の
金
額
は
、
昭

和

五•

六
年(

最
後
の
こ
ろ)

で
、
二
十
銭
が
テ
ン(

最
高)

で
十
銭
も 

少
な
く
、
五
銭
が
ふ
つ
う
の
額
だ
っ
た
。(

鎌
原)

百
万
遍
の
大
数
珠
孀
恋
全
地
区
に
念
仏
講
が
さ
か
ん
に
行
な
わ
れ
て
お
り(

信 

仰
の
項
参
照)

、
各
地
の
観
音
堂
に
百
万
遍
の
大
数
珠
が
保
管
さ
れ
て
い
る
。
大
前
の 

も
の
の
ょ
う
に
大
き
な
珠
で
つ
く
ら
れ
た
も
の
や
、
石
津
の
ょ
う
に
小
さ
く
、
薄
手 

の
も
の
で
つ
く
ら
れ
た
も
の
が
あ
っ
て
、
当
時
の
さ
か
ん
な
様
を
し
の
ば
せ
て
い
る
。
 

ィ
ズ
ミ 

歩
き
は
じ
め
る
こ
ろ
ま
で
の
乳
幼
児
を
入
れ
て
子
守
り
を
す
る
ィ
ズ
ミ 

(

ツ
グ
ラ
と
も
い
う)

は
、
村
内
で
つ
く
る
も
の
は
ワ
ラ
製
の
も
の
、
竹
製
の
も
の
、
 

多
く
は
村
外
か
ら
移
入
し
た
も
の
で
あ
る
。



(

資
料)

い
も
の
原
由
記

(

表
紙)

明
治
廿
九
年
六
月
十
一
日

旧
五
月
一
日
当
ル

い
も
の
原
由
記

楽
山
居
松
本
相
秀

山
の
湯
ー
ー
テ
認(

む)

(

表
紙
裏)

芋
な
ら
て
何
た
の
し
ミ
も
あ
ら
し
吹

深
山
か
く
れ
の
す
ま
ひ
な
る
身
ハ

六
月
五
日
山
の
湯
ま
か
り
来
て
よ
り
今
日
十
一
日
、
七
日
間
時
鳥
一
切
聞 

(

き)

さ
り
八
日
よ
め
る
。

浴
し
て
家
待(

ち)

わ
ひ
る
こ
の
宿
に

初
音
を
し
む
な
山
ほ
と
と
ぎ
す

(

本
文)

じ
や
か
ら
芋
の
由
来

抑

当

村

芋

の

原

由

を

尋(

ぬ
る)

に
、
天
明
度
越
後
ノ
国
家
根
や
職
之
者
、
土
産 

と
し
て
舛(

桝
か)

屋•
江
持
来
ル
を
作
り
始(

め)

候
と
か
や
。
夫
よ
り
年-

村
方
我 

も
く

と
種
ヲ
貰
へ
も
と
め
、
石

内
(

家
か)

杯
ハ
我
母
、
親
元5

五
ツ
持
来
ル 

ヲ
作
り
始(

め)

、
誰
も
彼
も
半
塚
斗
り
作
り
来
り
候
処
、
天
保
七*

年
古
今
ま
れ
な 

る
大
不
作
二
而
畑
物
少
シ
も
実
法
ら
す
、
か

り

取(

り)

背

負
(

ひ)

来
て
草
同
様 

馬

屋

LE
直

二

入(

れ)

、
其
外
大
豆
小
豆
二
至
ル
も
取
入(

れ)

な
く
候
処
、
芋
は
か 

(
ま
さ)

り
平
年
よ
り
猶
よ
ろ
し
く
、
取
入
方
相
増
り
候
故
、
是
我
里
の
地
味
相
応
ニ
テ
寒
気 

(

力)

も
い
と
ハ
さ
る
作
物
と
心
得
、
夫
よ
り
年J

一
塚
三
塚
位
江
作
り
候
処
、
天
保
十
亥 

年
九
月
当
村
舞
台
新
築
ニ
テ
鎮
守
社•
江
若
者
地
形
石
荷
ニ
テ
人
足
大
勢
居
会(

わ
せ) 

候
場
に
松
本
源
吉1

1

芋
粉
少-

紙
二
つ
、
み
持
来
ル
を
予
始(

め)

テ
見
た
り
。
 

此
芋
粉
製
法
右
源
吉
大
笹
村
九
郎
助
と
申(

す)

者5

聞
(

き)

と
り
候
と
い
ぅ
説 

あ
り
。
是
を
源
吉
自
宅
ニ
テ
ひ
そ
か
に
製
し
見
た
る
処
、
誠
二
奇
妙
二
出
來
候
よ
り
、
 

村
方
ニ
テ
ニ
俵
三
俵
人
く
取
入(

れ)

あ
る
を
買
集
メ
製
造
い
た
し
、
片
栗
と
名
付 

(

け)

、
信
州
小
諸
薬
店
柳
田
其
外
所
；
売

捌
(

く)

。
尤
直
段
二
百
目
春
斤
と
し
て 

銀
四
匁
位
ニ
テ
大
ひ
二
利
益
ヲ
得
た
り
。
芋
直
段
ハ
春
斗
百
文
齡1

也
お
ろ
し
ち
ん
一 

升
十
文
齡®
〇
手
お
ろ
し
ニ
テ
ー
ツ
宛
お
ろ
し
候
。
是
よ
り
村
方
芋
作
り
念
入
、
年
ミ 

相
増
、
天
保
十
二
丑
年
、
予

内
(

家)

ニ
テ
芋
七
塚
作
り
二
十
六
俵
取(

り)

、
天
保 

十
五
辰
年
芋
五
十
俵
、
年

；
相
増
り
、
夫
よ
り
明
治
二
巳
年
不
作
二
而
粟
、稗
、
蕎
麦 

実
法
ら
さ
る
に
、
、
芋
大
当
り
当
村□
□
□

し
右□

□

よ
り
芋
し
ほ
り
か
す
一
切
捨 

(

て)

す

喰
(

ぅ)

事□
□
□

又
は
売
候
事
二
相
成(

り)

、

今
日
少
シ
も
捨
ル
者
な

いもの原由記(都丸十九一撮影)



く
食
用
ル□

事
と
相
成
候
。
依
而
田
代
の
人
民
た
る
者
芋
直
段
高
下
二 

か
ゝ
わ
ら
ず 

末
世
末
代
当
地
二
住
居(

す
る)

者
、
作
物
の
第
一
等
と
心
得
べ
き
者
也
。

歌
二

味
噌
に
な
り
餅
に
も
成
る
や
あ
つ
き
に
も
芋
ぞ
田
代
の
た
の
ミ
な
り
け
る

(

解
説)

右

「
い
も
の
原
由
記
」
は
大
字
田
代
め
松
本
兼
次
氏
所
蔵
。
筆
者
楽
山
居
松
本
明 

秀
は
兼
次
氏
の
祖
父
に
当
る
と
い
ぅ
。
そ
の
略
暦
等
は
よ
く
調
べ
て
な
い
の
で
詳
か

で
な
い
。
山
の
湯
は
今
の
鹿
沢
温
泉
。
相
秀
が
鹿
沢
温
泉
入
湯
の
つ
れ
づ
れ
に
認
め 

た
馬
鈴
薯
由
来
記
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
飢
饉
の
度
ご
と
に
芋
の
評
価
が
高
ま
り
、
 

徐
々
に
重
要
な
作
物
と
な
り
片
栗
粉
ま
た
は
葛
粉
と
し
て
製
造
、
販
売
さ
れ
た
事
実 

が
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
て
貴
重
で
あ
る
。
現
在
農
林
省
の
馬
鈴
薯
の
原
々
種
採
種 

圃
が
こ
の
地
区
に
あ
る
の
も
「
地
味
相
応
」
に
よ
る
の
で
あ
ろ
ぅ
。

な
お
文
中
「
半
塚
」
「
一
塚
、
二
塚
」
な
ど
で
て
来
る
「
塚
」
は
面
積
の
単
位
で
、
 

一
塚
は
約
二
畝
で
あ
る
。(

以

上

都

丸

十

九

一)

信
州
加
沢
郷
薬
湯
縁
起

抑
當
地
熱
湯
の
由
来
ハ
そ
の
ロ

神
武
天
皇
ょ
り
ー
ニ
十
七
代□
□

孝
徳
天
皇
と
申
奉
る
大
化
元
年

乙
巳
に
御
即
位
有
て
難
波
の
京
に 

都
を
ぅ
つ
し
御
政
い
み
し
く
ま
し 

ま
せ
し
故
国
家
安
全
に
お
さ□

ロ 

人
民
鼓
腹
者
た
の
し
み
を
な□

ロ 

同
し
き
六
年
庚
戌
の
春
二
月
九
州 

穴
戸
の
里
よ
り
白
雉
を
献
し
奉
る

帝
あ
や
し
み
思
し
め
し
て
群
臣

に
そ
の
可
否
を
と
ハ
せ
玉
ふ
に
諸
卿 

議
し
て
い
は
く
古
今
和
漢
に
お
ゐ
て
は 

聖
王
の
世
を
し
ろ
し
め
す
時
ハ 

必
鳥
獣
に 

至
る
ま
て
そ
の
祥
瑞
あ
り
當
朝
に 

白
雉
の
霊
鳥
あ
ら
ハ
る
る
事
是
併 

御
政
道
の
い
み
し
き
瑞
相
な
る̂

6

し 

奏
し
奉
る
帝S

感
ま
し̂

^

て
即 

年
号
を
白
雉
と
改
元
あ
り
ま
す̂

^
 

世
者
御
治
た
ゝ
し
く
国
郡
を

て
所
々
に
長
を
す
へ
民
の
困
苦
を 

た
す
け
さ
せ
給
へ
り
比
御
時
に
當
り
て 

信
州
加
沢
と
い
ふ
処
に
一
夜
に
煙
気 

立
の
ほ
る
事
は
な
は
た
し
里
人
あ

や
し
み
煙
に
し
た
か
ひ
そ
の
処
を
見
る
ロ 

熱
湯
地
よ
り
涌
出
せ
り
そ
れ
の
み
な 

ら
す
又
か
た
へ
の
峯
よ
り
夜
毎
に

光
明
さ
し
て
彼
湯
を
て
ら
す
い
よ̂

^
 

奇
異
の
思
ひ
を
な
し
神
巫
に
託
し

旧鹿沢の温泉薬師様(田代)(都丸十九一撮影)



湯
の
花
を
あ
け
神
託
を
聴
聞
す 

神
巫
託
し
て
い
は
く
わ
れ
ハ
是
東
方 

薬
師
如
来
な
り
さ
れ
ハ
ー
切
衆
生
ロ 

生
老
病
死
の
四
苦
あ
り
其
く
る
し 

み
に
せ
ま
り
て
現
世
に
わ
身
心
を
な 

や
ま
し
皆
田
来
に
は
必
悪
趣
に
随
せ
ん 

是
を
あ
わ
れ
ミ
思
ふ
か
故
に
わ
れ
無 

か
し
よ
り
替
願
を
起
し
て
衆
生
の 

病
苦
を
た
す
け
寿
命
長
穏
の
ロ 

薬
を
あ
た
へ
現
世
の
身
心
を
や
す
ロ 

ら
し
め
带
田
来
の
困
苦
を
す
く
ゐ 

処
に
至
ら
し
め
ん
た
め
に
薬
師
の
号 

を
得
た
り
故
に
わ
か
方
便
を
も
っ
て 

レ
ゝ
現
す
る
処
の
熱
湯
ハ
諸
病
を
治 

す
る
名
湯
た
り
此
湯
に
て
浴
せ
ロ 

も
の
わ
必
一
切
の
病
苦
を
の
が
れ 

身
心
安
穏
な
ら
ん
わ
れ
ま
た
此
山
に 

住
し
て
な
か
く
衆
生
を
ま
も
る
へ
し 

必
ぅ
た
か
ふ
事
な
か
れ
と
霊
託
有
て 

神
さ
り
ま
す
里
人
霊
驗
に
ま
か
せ
て 

彼
峯
に
の
ほ
り
見
れ
は
は
た
し
て 

如
来
の
像
あ
ら
は
れ
給
へ
り
即
其
処 

に
一
宇
の
御
堂
を
建
諸
人
敬
拝 

し
奉
る
是
に
よ
り
て
遠
国
近
況
よ 

り
此
処
に
来
た
り
て
入
湯
す
る
も
の
其 

病
苦
を
の
か
れ
す
と
い
ふ
事
な
し
其
後 

人
王
五
十
六
代
清
和
天
皇
の
御
時

皇
子
あ
ま
た
ま
し
ま
す
中
に
才
四□

御
名
を
か
つ
ら
の
親
王
と
申
奉
る
琵 

琶
琴
に
長
し
さ
せ
玉
ひ
て
そ
の
ほ 

ま
れ
多
く
ゐ
な
く
わ
た
ら
せ
玉
ふ
或
時 

清
凉
殿
に
て
御
琵
琶
を
弾
し
御

遊
有
し
に
其
曲
に
か
ん
し
て
燕
鳥
飛 

き
た
り
御
殿
の
門
に
舞
あ
そ
ふ
ロ 

御
遊
の
興
と
な
り
し
を
親
王
御
覧 

有
し
に
燕
た
ち
ま
ち
糞
穢
を
落
し

て
親
王
の
御
目
を
け
か
し
奉
る
去
に 

よ
り
て
御
目
の
痛
は
な
は
た
し
く
し 

き
り
に
御
悩
し
く
な
り
ぬ
典
薬
医
術 

を
つ
く
し
貴
僧
高
僧
陰
陽
博
士
に
至
る 

ま
て
祈
祭
あ
り
と
い 

へ
共
其
験
な
し 

是
に
よ
っ
て
日
本
六
拾
餘
州
に
宣
旨 

下
て
御
目
に
よ
ろ
し
い
か
ら
ん
事
あ
ら
は 

奏
聞
有
へ
き
よ
し
勅
使
あ
り
時
に
信
州 

深
井
の
何
か
し
同
国
加
沢
の
名
湯
の□

ロ 

特
を
奏
し
奉
る
さ
る
に
よ
っ
て
四
の
宮 

信
州
に
御
下
り
深
井
の
亭
に
ぅ
つ 

ら
せ
玉
ひ
昼
夜
御
入
湯
あ
り
し
に 

御
目
の
い
た
ミ
た
ち
ま
ち
散
し
御 

悩
す
な
ハ
ち
平
癒
あ
り
し
か
れ
共
ロ 

目
蝕
と
成
し
故
都
へ
か
へ
ら
せ
給
ハ
ず 

信
州
上
州
両
国
を
御
領
知
と
な
さ
れ 

真
田
の
郷
に
御
殿
を
い
と
な
み
爰
に 

住
せ
玉
ひ
し
時
深
井
の
何
か
し
の
娘
を
御 

み
や
つ
か
ひ
に
ま
い
ら
せ
し
に
程
な
く□
□
 

御
誕
生
あ
り
是
す
な
ハ
ち
真
田
の
家
ロ

惣
領
滋
野
氏
の
先
祖
た
り
レ
ゝ
に
至
て 

真
田
の
家
に
怪
異
あ
る
時
わ
燕
来
て 

巣
を
く
ふ
と
い 

へ
り
則
真
田
の
家
の
宝 

物
わ
彼
親
王
の
御
琵
琶
御
琴
御
太
刀 

ハ
三
条
小
鍛
治
宗
近
と
銘
あ
り
此
ロ 

ょ
り
諸
国
の
難
病
重
病
の
輩
此
処
に 

尋
来
た
り
加
沢
真
田
深
井
に
至
る
ま
て 

所
せ
く
群
集
し
て
入
湯
の
も
の
た
ゆ
る 

事
な
く
其
繁
昌
な
る
事
都
に
ひ
と
し 

さ
れ
は
温
湯
の
奇
特
も
い
ょ̂

^

あ
ら
ハ 

れ 

薬
師
の
霊
験
も
ま
す
ま
す
さ
か
ん
成
し
に 

中
頃
乱
世
に
及
て
処
も
す
な
ハ
ち
亡
地
と 

な
り
往
還
の
道
た
え
て
入
湯
の
も
の
も 

な
け
れ
は
名
湯
も
む
な
し
く
あ
れ
は
て 

信
心
の
人
あ
ら
さ
れ
は
如
来
の
霊
験
も 

あ
ら
ハ
る
へ
き
便
な
く
茫
々
蕩
々
た
る
事 

年
久
し
け
る
に
當
将
軍
の
御
治
世
に

い
た
っ
て
世
し
つ
か
に
国
お
さ
ま
り 

往
来
道
ひ
ろ
く
し
て
名
湯
む
か
し
に 

か 

ハ
ら
ず
諸
人
き
た
り
て
入
湯
す
る
に 

万
病
た
ち
ま
ち
治
す
則
此
処
は
領 

主
源
氏
の
後
胤
松
平
忠
勝
と
申
ハ 

内
に
ハ 

三
宝
を
た
っ
と
ミ
禅
家
の
和
尚
に 

参
し
て
不
傅
の
妙
心
を
了
解
あ
り 

外
に
わ
徳
行
を
つ
と
め
て
仁
義
の
守 

お
こ
た
る
事
な
し
故
に
た
え
て
久
し
き 

薬
帥
如
来
の
御
堂
を
造
営
有
て
諸
人 

に
信
を
お
こ
さ
し
め
里
人
の
居
亭
を



旅
宿
に
遊
る
し
て
諸
国
病
疾
の
者
を 

や
と
ハ
し
め
入
湯
を
心
の
ま
、
に
や
す
か
ら 

し
む
し
か
る
に
レ
此
縁
起
を
記
す
る

事
ワ
終
二
重
病
あ
り
苦
悩
す
る

事
多,
年
な
り
近
き
頃
此
湯
の
開

発
を
聞
む
か
し
の
た
め
し
を
思
ひ 

出
し
ひ
そ
か
に
入
湯
し
て
こ
ゝ
ろ
ミ 

侍
り
し
に
三
七
日
を
へ
て
重
病

次
才
に
平
癒
し
身
心
す
な
わ
ち
安
泰 

な
り
き
ま
こ
と
に
名
湯
の
き
と
く 

是
し
か
し
な
か
ら
如
来
擁
護
は
方
便 

に
あ
ら
す
や
さ
る
に
ょ
り
て
宝
前
に 

参
し
て
礼
拝
を
と
け
下
向
の
時
し
も

一
人
の
翁
に
あ
へ
り
い
つ
く
の
人
と
問 

侍
り
し
に
此
国
の
も
の
な
り
と
い
へ
り 

わ
れ
も
ま
た
同
国
た
り
し
か
ら
ハ
此
湯
の 

由
来
を
し
り
玉 

へ
り
や
と
い
ふ
に
翁
こ
た 

え
て
む
か
し
ハ
此
処
都
に
ひ
と
し
く
さ
か 

え
有
し
と
承
る
し
か
れ
共
如
来
の
出

現
温
湯
の
涌
出
ハ
い
つ
れ
の
代
い
つ
れ

の
時
に
か
有
な
ん
か
っ
て
し
ら
す
と
い
へ
り 

何
か
し
翁
に
つ
け
て
い
は
く
薬
師
の 

,
示
現
温
湯
の
来
由
家
の
先
祖
是
を 

し
れ
り
則
家
書
と
な
し
て
所
持
す
と 

い
ひ
し
に
彼
翁
愕
然
と
し
て
さ
て
ワ 

如
来
の
引
導
に
ょ
り
て
此
来
歴
を

承
る
ね
か
は
く
ハ
其
事
を
記
し
て
如
来

乃
宝
物
と
な
し
玉
へ
と
い
へ
り
わ
れ
又

翁
に 

諸
国 

の
名
湯
に
入
と
い
へ
共
終
二
其
し
る
し 

な
か
り
し
に
此
た
ひ
此
湯
に
い
り
て 

久
病
た
ち
ま
ち
本
復
す
所
願
成
就 

の
奇
特
に
ま
か
せ
て
此
処
の
縁
起
を
記 

し
奉
納
せ
し
め
ん
と
誓
ひ
て
わ
か
れ 

ぬ
笾
に
天
下
泰
平
国
家
安
全
の
時 

な
り
如
来
の
方
便
い
よ
い
よ
さ
か
ん
に 

温
湯
の
利
益
な
か
く

た
え
ず
万
人 

病
苦
の
ぅ
れ
ひ
を
は
な
れ
現
世
安
穏 

後
生
善
処
と
二
世
の
誓
願
を
起
し
て 

比
一
卷
を
緣
起
と
な
し
薬
師
如
来 

は
宝
殿
に
奉
納
せ
し
め
お
か
ん 

元
禄
丑
年
壬
申

五
月
八
日
願
主
宜
伝
道
周
居
士 

右
縁
起
の
願
主
宜
伝
道
周
ハ 

藤
氏
の
末
葉
一
場
の
子
孫
諱 

は
正
菅
其
身
武
門
に
有
て 

軍
要
武
備
に
孫
呉
重
り 

殊
更
忠
義
を
守
り
て
勤
仕
に 

い
と
ま
な
し
と
い 

へ
共
常
に
法
要
に 

こ■

ゝ
ろ
さ
し
老
和
尚
に
参
得 

し
て
見
性
証
悟
の
安
心
に 

か
な
い
宜
伝
道
周
居
士
と
号
ス 

し
か
る
に
信
州
加
沢
の
温
湯 

薬
帥
如
来
の
出
現
其
家
に

傅
へ
り
て
縁
起
と
な
し

予
に
請
て
筆
せ
し
む
誠
に 

徴
善
の
功
徳
さ
へ
つ
む
と□
□
 

余
慶
あ
り
況
や
た
え
た
る
を 

お
こ
し
す
た
れ
た
る
を
あ
け
末
世 

に
残
し
現
當
二
世
の
悲
願
と 

な
し
ぬ
其
徳
何
そ
お
ろ
か
な
ら
ん
や 

予
そ
の
信
心
を
感
し
て
し 

は
ら
く
爰
に
筆
記
す
る
事
し
か
り

関
山
下
禅
子

笑
華
堂
霊
伝
誌
焉画

國
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 ヨゴレ年 189
 ョシ 175,189

 ヨシグシ 28
 

 ヨシダル 150
 ヨシの鳥居 176

  よそいぎ.................... 7
 四ツジロ 70 

  ョッツォ 76
  ョッツォョリ................ 76

 四つづけ 49
  四ツ身...................... 15

 夜泣き 90
 夜泣きの呪文 90

  世直し 234
 ョナベ仕事 75

  よばい 85,112

 ョベエゾーリ 74

165,166,167,168,169 
  嫁 170,171,172,173,222

 
嫁入り 167

 嫁入りの道中 167
  嫁選び.................... 164

 嫁が里帰りに持って

  
  行くもの

嫁が実家に帰る日..........172
  嫁騒動 235

  嫁の里がえり 213
  嫁の生活.................. 172

  嫁のつとめ 172
  嫁の年始 121

  嫁のみおき 1〇〇

  嫁のみやげ 168
  嫁みせ 169

  ヨモギ 211,212
  弱い子   161

 

  来客...................... .
  ライ病.......................94

  らっかさん 279
  ラントウバ 186,187

  ランプ 34

リ  

 離婚 172,173
  理髪職人.................... 85

  リョウボエ 240
  両墓制.................... 152

  りんどうの栽培 45
  

  隣保班.................... 1〇3
 

レ  
 レイシュ 168

  令眠.................... ；••…68
  

恋愛...................... 164



ミゴダンゴ 23 
ミコト牛乳…: 73
ミゴボウキ 223  
ミズコ 156  

 
水苗代 42,47
水の神さん 100  
ミズハカリ 97  
水見 48  
ミセ 314  

 
ミソ(みそ) 21,195
みそかそば 225  
ミソカダンゴ 206,207,225 

 
ミソカマユダマ
(ミソカマユ玉) 188 ノ 06 

味曾倉 28 
ミソハギ 217 
ミソマンジュウ 219 
ミタテ 167  

道しるべ 81 
ミツカメ 171 
三ツ身 15  
三峰講 149  
三峯神社 138  
ミツメ 170,171  

  ZKD.............................................. 48
ミナクチ田 48  

  源頼朝 ……2,5,126,226,227,228
ミネ 241  
ミ ノ 10,74  
三原荘 2  
耳いた 89  
みみず 100  
みみずが三匹 294  
耳だれ観音 89  
耳ふさげ 186  
ミミンダレ 88  
ミョウガ(茗荷) 93,101 
ミヨウバンヤ 313
ミヨハチ 71

 
民家 307,309
民具 ........... 322

 
民謡 244,245

 

ム  

六日爪 194  

  ムイカドシ(六日年)……193,194
 

無縁仏 186,217,218
 

迎え 167
迎え火 217,218 

むかしの結婚 164
むかしの結婚式 166

昔の仕事 41
昔話 100
ムギ 16 
麦刈り 98 
麦作 42 
ムギゾッキ 16 
麦の収量 51 
ムギの種まき 94 
麦まき 222 
麦やきもち 18 

 165,166,167 
 ムコ(婿、聳) 168,169,170 

171,173,175
 ムコ入れ 166

婿のひざくずし 167
ムシ 242 
虫切鎌 90

 
ムシッコ 90

 
ムシッベ 242
むじな 236 
虫歯 89
虫封じ 91 
ムシヨケ(ムシ除け) 90,204 
ムシロ 75 
ムシロバタシ 76 
棟札 312,318 
村入り 118 
ムラオサ 116 
村柄 118 
村組 109 
ムラデンマ(村伝馬) 104,119 
村に来た職人 85 
むらの役員 116 
村八分 118 

 
村持ち地 103,117
村役 103 
村寄合 118 

ムロ 31
メ

 

 メ 62 
 

 明治四十三年の暴風雨 108
 命名 157

メエカイ(メーカイ) 68,84
メカゴ 87,88
メカゴククリ 88 

 
メクラトンボ 240

 メッパジキ 5,186
目のごみ 88 

 
メンパ 15,25,98

 

 

 

 モ

 
モイシャクリ 30

 
モウゾウ 241

 
モガリ 5,152,181

 
木炭 58,59,82

 
木炭検査員 59

 
モコナカセ 20

 
モズ 66,242

 
モチ 23

 餅つき 224,225
餅をつく日 、.... 23

  木工細工 76
 モトゴエ 50

 
 モトジメ(元締)……57,5i392195

 

モトリン 57,
 

モノゾクリ 195
 

 (もの/く W .................. 188,195
 

モノ ビ 25,150
 

モノモライ 87
 

もの忘れ 101
 

喪服 7
 

モミスリ 50
 

木綿 7,70
 

モモヒキ 7
 

モモワレ 12
 

モライ乳 160
 

貰いっ子 161
 

モロ 21
 

モロコシ 17
 

モンジ 239
 

紋つき 6
 

モンペ 7,10
 

門牌 184
 

 ヤ

 ヤワツリ   34
 

八百屋 85
 ヤカガシ 207

 
焼き子 60,61,83,139
焼き米 37,52,55,204
焼き判 113

 
ヤキブ 59,62,83

 
八木節 219

 
ヤキマキ 37

 
やきもち 15,18

 
ヤキヤマ 46
野球 256
役員会 116



ヘャ …308,309,310,311,312,313  
便所 31  

便所の神様 153  

弁天様 136
弁天渕 137 

 
弁当のおかず 15 

 

ホ 

 
法印 209

 棒が一本あったとさ 291
 

ホウキ(ほうき) 35,332
 4の神様 153

ホウケル 242 
 

奉公人 112
 

奉公人の出替り 209
 

坊さんの年始 193
 

坊主かつぎ 99
 

坊主めくり 257
 

ぼうち 51
ボウチンボウ 323,324 
ホウトウ 17 
保温折ちゅう苗代 47 

母蛾検査 68
ボク 196

 
牧場 72

 
牧野協同組合 117

 
牧野組合 104

 
牧野附帯地組合 117
干俣 105,227

 
干俣と川 226

 
干し物 92

 
ホズイレ 32

 
墓制 182

 0^^ 218,219,222,223 
 

ホタノレ 240
 

螢狩り 256
 

ほたる来い 262
ホダレ 196
ホダレナタ 196

 
ボチ 182,183,185

 
墓地 179,181,182

 
ボッチ 50

 
ホド 30,64

 
ホドイ、モ.................... 20

 
仏さんの弁当 218
仏の日 205
仏のめし 183

 
ほととぎす 231,232

 
ホマチ 123,124

 
ボヤ(ぼや) 35,98

ボヤ切り 57,98
ホレトリ 164 

ボロ刺し 75 
盆 189

 
盆踊り 219

 
盆カンジョウ 83
盆ござ ,...........217
ボンサントンボ 240

 
本膳 176

 
本裁ち 15

 
盆棚 189,216,217,219

 
盆中の草刈り 216

 
盆月 216

 
ボンノクド 160

 
盆の食事 219

 
盆花 ...... 217

 
ホンビキ 102

 ホンマイカイ 84
 

盆参り....................218
ホンマユ 84
盆迎え 217
ホンヤづくり 27 

 
 v 

 マイダマ木 193
 

マイビキ 326,328
 

詣り墓 182
 

前かけ 10
前兜造 320

 
摩崖碑 137

 
マキ(まき、薪) 35,83,98

 
マキ切り台 328,329

 
まきつけ 39

 マグサ小屋 54
マグサ場 54

 
マクラ団子 173

 
まくらめし 173

  マクリ 160
 

マケ--105,122,124,130,174,179
 マゲエモチ 329,330

 マケの伝承 124
 

 馬子 251
 

馬子唄 244,251,252
 マセエカジリ 71

 
町家 314

 松飾り 224
 マツフジ 21

祭_子 246
 マドキ  95

 間取り 29
 マブシ 69

マムシ(まむし)……19,66,88,99 
マムシ酒(まむし酒)……87,88,99

1会€[1 け)......12,102,241

マメイリ(豆いり)........ 18,124
豆木.......................191
マメダマ................................... 129
豆茶.......................207
豆突棒.......................40
豆棒.........................51
豆まき............188,207,208
豆まきのシュン.............. 39
マユ(まゆ、繭)........67,82,83
繭市.................... 69,70
繭売り.......................69
繭買い.......................69
マユカキ.................. 205
まゆかご.............. 329,330
眉毛.......................101
マユダマ(マユ玉、… 25,63,188
まゆだま、繭玉、マ195,196,197 
イダマ、マイ玉、ま199,201,203 
いだま) 205,206,208
マュ玉飾り.................188
まゆ玉つくり.............. 195
繭の販売.....................83
魔除け................ 173,212
まり.......................254
まりつき.................. 254
まりつき唄 252,253,260,269,273 
毬の宮.....................126
丸一団.....................245
マルガンナ.............. 76,77
マルシテン................ 130
丸ちゃん..........292,293,294
丸まげ...................11,12
まるまる.................. 305
丸山講.....................149
真糸帛.........................70
'マワタカケ...................70
まわり念仏(回り念仏)--140,210 
マンガ.................. 47,323
マンガ洗イ................ 212
マンカラ.................. 241
万歳.....................85,86
万座温泉を開いた人........ 105
満州の.................... 266

見合い.....................164
見合い結婚........... .……164
三河万才...................192



 ヒエ 3,16,17
  ヒエゾッキ.................. 16

ヒエつくどり 40  

ヒエのまきつけ 40 
ヒエモチ 23  

  ヒエヤキモチ................18
ヒカキタ 240  
ヒカゲモン 159  

 
光り玉 235

 彼岸 111,210
 彼岸のオコモリ 210

ひがんみそ 21 
引臼 76  
引き継ぎ 116  
引出物 170 

 
ヒキワリ 16,17
ヒキ割り買い 26 

 
ヒクサ(干草) 53,54,55
干草置場 54  
ヒクサバ 55  
ひぐつ 53  
ヒケシオ 93  
飛行機 235  
ビションマイ 84  

 
ひたし豆 19

 左膳 92,93
ヒチソウ 71  
ヒッキリジバン 7  
火ツケの先祖 123  
ヒッチキジュバン 12  

 
ビッチュウ 323,324,325
備中鍬 47 
ヒッチョイ 10 
ヒッツミックラ 256 
ヒデ 34 

 
ヒデアカシ 332
ひとあし 99
ひとかけふたかけ 298
ヒトカラ 57 
ヒトケ 56

 一口ガラス(一口烏)……101,173
 

人だま 235
 ーツカ(一つか) 56,99

 
ヒトツナ 72

 ーッ身 14,15
 

人手 ............... 52
 一七日 184
 ヒドロ 56

 ヒドロッタ 56
ヒナ飾り 209 

 
ヒナ様 209

ヒナタへビ 66 
ヒナの節供 189 
ヒナワ 99 

ヒネ米 16
 ヒノエ午(丙午) 208,223

日の神さん 138 
火の玉 173 
ヒバ(干葉) 21 

 
火早い ........... 208
ヒノくリ 242 

  ヒャッカンニチ 185
 

百姓の道具 196
 百姓のハナ 188

 百反着物 161
 

百度まいり 91
 百人一首.................. 257
 百人針 101

 
百はぎ着もん 160

 百万遍念仏 140
 百万遍の大数珠 335

 百結び 101
ヒヤケル 240 

 
ヒヤセギ 48
日ギとい 52 

 
ヒヤメシゾウリ 12,13
ヒヤメシャロウ 121 

 
評議員 115,116,117
ヒラ 241 

 
ヒラギヌ 14,70
ヒラヅケ 68 
ヒラハ ............. 57 

 
ヒラ畑 240

 肥料 49,50
ヒリョトリ 52
ヒロハノオ ノ 326,328

 貧乏ゆすり 95 
 

 フ 

 
夫婦サカズキ(夫婦 166,168

 さかずき、夫婦盃) 169 
 

夫婦の年令差 163
 フキゴモリ 23,34

 吹出もの 90
 蔣のとうの童唄 255

 副食 18
 福俵 86

 フクチ箱 35
 腹痛 87

 冨士山 231
 フジマキトンボ 240

 普請 120

 
普請帳 321

 
舞台 248

 
舞台掛け 248

 
舞台屋敷(ぶてい屋敷)…127,249

 
二間取型 309,315

 
フタミソ 22

 ふだん着 7
 ブチ(麦ぶち台) 51,323

 
ブチ台 44,51

 
ブッヶ 256

 ブッコミ 17
 仏壇 122

 
ブッツン 256

 
不動様 131

 
フナノリ 147

 フナ休み 68
 

不妊者 163
 

フネノリ 148
 冬カンジョウ 83
 

冬の仕事 41,57
 

ブラ 241
 古いひなさま 209
 

フレ(ふれ) 118,213
 

フレ伍長 116
 

風呂 30
 

フロー 240
 

フローデ 240
 

風呂場 31
 

分家 105,123
 

文書庫 116
 

ふんどし 12
 ふんどしぬか 94

 ぶんどや 260
 

へ  
 ベースボール 256

 米価 26
 ヘイガヤ 50

 米寿の祝 163

ベエ 51,226,242
 ベエタ...................... 60

 ヘソクリ 123,124
 ヘソの緒 155

 経台 74
 ヘッツイ 30

 別荘地 40,54
 

ヘビ(蛇) -19,66,99
 

ヘビ酒 66,88,101
 へびとめめず 232
 

ヘビノテンナンソウ 101
 蛇除け 91



 
年忌 185
念木 255 
年始 121

 
年始回り 191,192

 
ネンネコ 15
ねんねんころげて 284  

51,138,139,140芯'1ム  141,144,184,189,210 
 

念仏和讃 2
 

ネンヤトイ 112
 

ノ  
 

納棺 ........... 174,175
農業 40 
農業の年取り 195
農具休み 205

 
農事暦 39

 
農地貸し 53

 
農休み 212,213

 
のし餅 225

 
のぞっこみ 112

 
ノチ産(のちざん) 155,156

 
ノッツケオカミ 172

 
のの字まわり 166,168,169

 
ノビバン(野火番) 119
ノブロ 31 

ノベ送り 177
 

ノボー、ソチ 241
 

ノボリ 126
 

飲み水 26
 

ノメシ 241
 

野や山の遊び 256
のり豆 19 
のんのさん幾つ 275

 
ノ \ 

 
バイ 51,226,242

 
歯いた 89
はいつき ............. 106 
ハイヤキ 50

 
端唄 251,259

 
ばかかば 277,304

 
墓そうじ 215

 
墓なおし 181

 
馬鹿の三杯汁 25

 
墓参り 210,219
ハギ刈り 73
掃立 68
はぎぼうき 35 
ばくち .............................. 102

 
ノくクメシ 16

 
伯楽(馬喰) 71,72

 
 ゲ/(平夏) 94,189,213 

 
ノヽゲン様 213

 ノヽゲン正月 213
 半夏の日 95

ノヽゲンブロウ 39
箱膳 25

 
箱ブチ リ.................... 56

 箱ぶるい 332
W 25
ハシカ(はしか) 88,89,90

 ハジキ 186
 機織り 74

 裸 235

はだか餅 225
 畑 45

 
畑うない 98

 
畑仕事 41

 
はたけのさく 49

 畑ブチ 56
 

旗竿じまい 212
 

畑作 36,48
 ノヽタッペリ 71

 ハチさされ 88

八十八夜 211
 鉢つくり 76

 蜂の巣とり 257
 八幡講 149

 ハチリン 241
 

初午 208
 

初絵売り 192
 

二十日ゴウセン 1OO (二十日ゴーセン)••…丄枇ノりb 

二十日正月 205
はつか草 87

 初雷 ……96,207,208
 葉付き塔婆 185

 八朔  ……215 
 初節供 ……121,160,209,211,212

 ノくッタン 74
 

初誕生 160
 

初乳 160
 パッチン 256

 初天神 138
 初荷 192

 初詣り 191
 馬頭観世音 148

 

 尚3貝觀日 149,205,229
 馬頭観音講 148,149

 馬頭観音堂 135,136
 馬頭観音のご縁日 206
 馬頭様 208,257

 
馬頭尊 136 

  鳩と豆 234
 

ノ、ナ 126,195,247
 (はな、花)  248,249

 花いんげん 44
 ハナクソダンゴ 212

 ハナドリ 47,196

 ハナブクナ 35
 花祭り 212

  ハナムスビ(花むすび)……12,102
  花むすびぞうり(花

   むすびゾーリ、鼻結……12,13,74
びぞうり、はなぶす 102,241  みぞうり)

  ハナレ  -312,319
  はねつく唄 283

  ハバキ 10,13,322
 ノヽノ'く リ 71

  ノヽビショ 123
 ハミ -73

 ハヨウフジ 47
  腹帯 153

  バラギ(バラ着) 3,14
  ハラミオンナ(ハラミ女卜.95,152

 
ハラミバシ 195,196

  (はらみばし)… 204,205
  針供養 208

  春祈禱   209
  春駒 85

 
榛名講 149 

 春祭り 126,127,211
 馬鈴薯 57

馬鈴薯づくり 45
馬鈴薯の澱粉 326

  はれ着.......................6
  ハレの日の食べもの 22

 
   • (ノ^^ 64,139,195

 
班長 109

 半出来 227 
 ノヽンテン 9

 
半端人足 98

  ノ <ンノ く ノソネ................ 73
  ノヽンメシ 16

 
ヒ 

 

 ヒアミ 241 
 火打ち石  35
  火打かね : 35



 
トハナ 236

 
戸ブッツケ 256

 
トボウ 316,317

 
とまり木 95

 
トマリゴメ(とまり米)--175,183

 
富岡製糸工場 235

 
富蔵山講 148

 
 tムm上..最湖

 
とむらい念仏(トモライ念仏)

144,184 
 

トメイシ 60,61
 

トメギ 60
 

ドモロ 68
 

富山の薬売り 84
 

土用の丑の日 214
 

土用干し 21
 

卜3棒 60
 

寅除け ...............91
 

トランプ 257

トリアゲバアサン 154,155
(トリアゲバーサン) 156,157

 
とり上げばば 154

 
鳥追い 203,205

 
鳥追い行事 188,201  
トリカブト 101

 
トリザカナ 169

 
鳥の鳴き声 242
鳥呑爺 233
トリムスビ(とりむすび)166,169

 
ドロゾメ 14

 
ドンドンの繩 227

 
トントンぶき 28

 
kソkンヤ务 63,188,195 

R 197,198,199 キ' ……200,201,202 
203,204,205トノ トノ焼) 208,218 

 
ドンドン焼きの始まり 203
とんび 261,263 
とんびの唄 254

 
 (トンビのハネ) 丄Z1,iZZ

トンボ 240,257
トンボツリ 256,257

 
呑龍さんの七つ坊主 159

 
ナ 

 
ナーロ …241

 
ナイラ 71,73

 
苗代 47

 
苗代の種まき 55

 苗つくり 44
 苗取り 98
 なかじ 237

 中山道 78,81

ナカヤド 167
 流れ灌頂 186

 
長わずらい 101
ナギ 236

 ナゲトー ノぐ................ 186
ナゲモチ 32

ィ由 « 164,165,166,167,168 1屮八 …169,170,171,172,173 
 

仲人とのつきあい 172
 仲人七ウソ 164

 仲人の報告 170
 仲人礼 171,172

 ナス 45
 239
 夏蚕 66,67

 夏祭り 126,214

 七草 194,204
七草がゆ 194
ナナツボウズ 160

 ナブリ 120
 十ベ 157,158

 ナベシキ 332
 ナベッカリ 215
 ナベッコスリモチ 213

 ナベ餅 218

ナマ団子 235
 ナママユ 83

 
 ナミワケ 71

 
 ナラ 58

成り木責め 205
  ナリスモコ 197 

鳴尾のカラス 236
鳴尾の由来 105

 
繩 74,75

 
t、mn 266,268,273 なわとひ唄 297,300,306 

 繩ない 75,98
ナンド 313

 
 

 
新潟の玄米 83
新潟米 42
にいちゃん 295

 二十三夜 139
 二十三夜様 230

 
 二十三夜待ち 138,230

 荷印 113

  ニシン 24
  ニッカン 174,175
 

ニックイ 71 
  荷なわ 75

二百三高地 12 
  二百十日 215

  二百二十日 215

 二毛作 56
 ニモチ 223

 入家 168

 入家式 151
 乳牛 72

 乳歯 162

  庭:□ロ ガシ  189,222
  鶏 101

  ニワ休み 68,69
  人形 186

  人形芝居 86
  妊娠 152,153

  妊婦 152
 

ヌ  

 ぬか袋 31
  ヌカ焼き 323

  抜け参り 250
  ヌスットナシ 20
  ヌルミ 241
  ぬるめ 42

 
ネ

  ネーマックリ 47
  ネエバ 242

  ネエラ 71
 根枯れ病 69
 寝棺 176  

ネギ畑 213 
 ネギリ   77

  ネギリマサカリ 326,328

 根桑 69 
 ネコ 75,324

 猫足のお膳 255
 猫石 131

 ネコッパタキ 189
 ネコノシッポ 121

  ネサ 242

 ネズ飞 69
 ネズミアシ 89

  木ズミツノ'? ................ 238
  ネズミ除け 69,131

  ネド倉 14
  根雪 49



漬けもの 19  
ツジュウダンゴ 188  
土かけ 179  

 
筒ガユ(筒がゆ、…131,132,133
筒粥、ツツゲー) 134,135,204  
筒粥神事…131,132,133,134,135  

筒粥の神事 4 
角かくし 11 

つばめ 93  
ツブラクサン 101  
妻側兜造り 321 
蠕恋キャベツ 44 
'ソマンノ くレ ..... 95 
ツレ 167 
ツヴリ 153

 

テーゲ 240 
デーサ 308,309,310,311,312,313 

 
千、、308,309,310,311

了 卜 312,313,314,316 

手遊び唄 282,286 
 テメサ...................... 29

ておい 9 
出かせぎ 41 
デカ17リ 112 
デキモン 88 
手甲 9 
テッコハッコ 71 
手拭い 11 
手ぬぐいのかぶり方 10 
手ばたき 256 

デホーラク 241 
テマトリ 33,34

 
テムスビ(手ム 151,164
スビ、手結び) 165,169 

 寺.............................................. 137
 

寺世話人 117
 

寺の年始 ........... 193
 

寺への通知 173
 

テラ屋敷 227
テン 182  

テンガイ(天蓋) 176,177
天気占い 196 

 
電気•電話 235

 
天気予報 97

 
天狗倒し 229

 天狗の遊び場 101
 テンコロ 152,182

天井あげ祝い 58
 

天神講 111,137,209

天神様 224 
天神さん 138,156,209 
電灯 34 
テント様 130 
テンナン草 101 
天王様 214 

テンビン棒  .......... 76
デンピン 71 
テンプ 204,257 
てんぷら 219 

テンマ 119,122
伝馬制度 104
天満天神宮 137

 卜

砥石 58,326
 

.37,189,220,221 丁 口1 叉 252,262,264 

十日夜のうた 221'
 ドウギ 9,10

東京の 286
峠 g 150

 
峠さま 150

 
ドウザカ 73

 bウシ 44
 

冬至 223
 

童詞 240
 

導師引導 179
 

とうじかご 332
 

冬至かぼちゃ 224
 

道場じまい 245
 

道場はじめ 245
 

道場ばらい .94C- (ドージョーバライ) 1^〇^45 

 ドヴシン 241
ドウズリヤロウ 241

 
同姓同名の区別 238

 同族意識 105
 道祖神……134,150,197,199,201

 道祖神小屋 199
 道祖神さま 202

道祖神像 5,63 

道祖神の木 193
 道祖神祭り 5,188

 トウツケ 184 
 トウナカ 184 

 トウネ 41,47,70,72,157
 

 トウネー升 72,210
 トウネッコ 162

 トウネ取り 72
 トウネ渡し 73

 
卜勺バ..........................................70

 
卜勺バッサク 70

 
とうふつくり 332
トーヴのヒキウス 329
豆ふ鉢.......... ....... 76,77
ドウ掘り 60

 
トゥミ(トォミ、唐箕)44,51,324

 
棟梁 32

 
トウリ3ウ送り 32

 
灯籠 194

 
ドウロクジン(ド 91,110,134

 ウロク神、道口ク…193,195,196
 神、道陸神、ドー 197,201,202

ロクジン) 203,204,209
 

 (道陸神小屋) 197498

 道陸神さま 193

 ドウロク神さん 195
道陸神像 188,200,202

 道陸神のボンテン 198
  ドーロクジンバ 203

ドウロクジン焼き…9ni9n9 (譏神焼き) 196,201,202
 

土方 62,98
 土ガマ(土がま) 58,60,62

 毒消し売り 84
 戸倉さん 131

 トコ 312
 

トコトン .……322,332
 トコネリ.............. 4,36,45

 トコロ 168
 トコウカ 240

 トコウキ 312

年男 190,191,193
年神 189,225

  年神様 190,191
 年神棚 188,190

 年神迎え 225
  年徳神 197,201
 

年取り 189,225
  年とりの豆 91

  土葬 180
 

土蔵づく り 3,6,27,33  (土蔵造り) 66,67,68
 

トタン屋根 28
 トチマンブク 255

 土着伝承 105
 トヅカリ 58,326

  トッコ 257
 

トット37 — 240
 トトクイ(トトックイ)…159,160

 唱え言(七草の) 194



大神宮様 129 
大日さん 150  
大日如来 ....... 135 
堆肥 50,53,83 
ダイビキ 326,328  
堆肥小屋 31  
太陽暦 95,96  

 

田植(_ぇ)..... 204^212?213 
 

田植組(田植え組) 48,52
 

田植時期 48
 

田植えジバン 9
 

田植えぞうり 12
 

田植えなわ 48
 

田植えの食事 24
田植えの夕飯 24 
田植を忌む日 94 
田おこし 47 
タカアシ 14,70 

 
高木 69

 
高島田 12

 
タカハタ 56,70
タキギ 3  

 

76
 竹渕稲荷 124,130

竹渕マケ 124  
竹ぼうき 100  
たこあげ ...............255  

 

ダシカゼ 97
 

田代田のない米の中 42
 

堕胎 156
 

たたり 102
 

タチウス(立臼)…76,95,183,189
 

タチクチ 64
 

篇以)... 147,148  
 

驟凝.... 4,37,41,82  

タチンツケ(駄賃…417Q R9 QQ 
つけ、駄賃づけ)41,79,82,83

駄賃とり(駄賃取り) 41,62
タテ 84

 
タテ棺(たて棺) 175,176,180

 
タテコミ 60

 タテジ 23,32,34
 

タテジイワイ 32
 

立野 106
 タテマキ 59
 タテマタ .……60,61,62
 

タナ飼い(棚飼い) 66,67
 

棚差し 66
 

棚ザライ 193

七夕 213,214,215 
七夕飾り . -189,213 

種馬 71
種馬所 71
種紙 68 
種まき 55 
種もみの量 47 

 タネ屋(種屋) 66,68
田の草取り 48

 煙草屋 84 
 旅芸人 85 

 タビバソン 13 
 田ホリ 55 

 玉子買い 85 
 魂 185 
 

 多間取型 313,318,319 
 

 
 

 魂呼ばい 173 

  タルイ  241
樽入れ 151,165 
樽立て .……151,164 

 ダルマ売り 192 
 タレ播き 49 

 タロッペ 20 
 タワラ 195 

俵占い 208 
 タワラギ 63,196 

 タワラッペーシ 177 
 俵づめ 60 

 俵ンバシ 176 
ダンゴ(団子) 25,218 

 ダンゴ汁 17 

 だんごをつくる日 23 
男爵いも 45 

 タンボ   56 
タンポポ.................. 239  

短命の名 237

チ  

 地価 42
 力石 98

 
カダメシ(力だめし) 98,112

 力の強い人 101
 稚蚕 68

 
稚蚕飼育 68

 乳ばれ 90 
 乳バレモン 88 

 

チチン 95,233
 血の池念仏 141

 
ちゃちゃつぼ 304

 
茶ヅケ 15 

 
 牛七 ノマ 309,310,311

丁ャ/ 317,318,319
 

チャンチャン 9,10
 

チャンバラ…… ..........256
 

チャンボコ 239
 

 チューマユ(チューマイ)

68,70,84,123
 

チューメーヤ 84
 

チューメエカイ 68
 

中気 89
 

中日 210
 

仲馬 210
 

仲馬稼 79
チュウヤ 131
中宿 168

 チョーズバ神様 150
チ3 ーチンヤ -85

 
チョイチョイ着 7

 
千ョウズバ 31

 
朝鮮くじ 102

 
朝鮮チギ 330

 
朝鮮の 300

 
チョウチョウ 256

 
チョウチン(提灯) 34,332

 
手斧(チュウナ) 76,77,307

 
チョウナタテ 32

 チョウベシ 241
 

チョウヤ 132,215
 

チョチョウ 240
 

チョッカン 241
チョッペシ 221

 
ちょんまげ 12

 
 チョンマゲ頭 73

チョンマゲジイサン 12
 

チンコログサ 239,255
賃びき 70

ツ

 つかえ 89
  塚ガタメ 180

 
月念仏 140

 月見 220
 

月見の行事 216
 ツキメ 88

 ツグラ 162,322
 ツクロイ 72

 
告げ 174

 つけ木 35
 告げ人 174



 
ス  

水車 24,25,56,57,75,335 
水車小屋 24,56,83

 水車のワッコ 56
ずいずいすっころばし…282,303 
水田 3,4,36,41,45
スイトン .............. 17
スイモノ膳 332

 
末子の名 237

 
すえ風呂むこ 172
スエル 241 

 
犁 56

 
ずきん 102

 
すぐじ .……178

 スグズ道 56
スゲ 53 

 
スゲエ(スゲー) 53,99
菅笠 10
スケッコ 120 

 
双六 257 
スジ 242  

 
スジナメラ 19,66 
スジマキ 242  

 
ススドシ(スス年) 189,223 

 
すすはき 223 
スズミ 328 

ズダ袋 175
 頭痛 87 

ズッタシ 240  
 

捨て子 160 
 

砂はらいコンニャク 224 
 

スバイ(スベー) 59,60,63 
スベブトン 154  

 
炭 62,82 

 
炭かき道具 61
スミカケ 32 

炭がま 58,60
 

スミギ 60
 

炭出し.•…: 60
 

炭俵 63,74,75
 

炭俵編み 98
炭の一駄 62
炭の販売 83
スミミ 60,63,328,329

 
uu36,41,57,58,59
灰说さ 60,61,62,98,130 

 
炭焼き小屋 61

 
スミヤマ 58

 
スヤ 27
スルス 323,324

諏訪様 127
諏訪様の御神体 .......126

 
諏訪神社 4,126,127,129  W 130,189,204

 
 諏訪大明神 129

諏訪の御柱の年 QO nr 
 (諏訪のおん柱の年)

セ

 
青年会 111

 
精米所 24

 セイレン 60
 セエノカミ 110

 セガキ 218
 

せきかぜ 88
 

関所 78
 

赤飯を炊く日 22
 

節供働き 213
セッコガイイ -241
殺生 186
セッチン参り..............158 
節分 207 
節分の豆 91,207 
セリ市 72,73 
セリ取り 194 
専業農家 53 
善光寺さん 95
善光寺さんの血脈 175
善光寺道 78,230 
染色 14 
喘息 88 
洗濯 14 
仙ノ入 227 
ゼンの綱 178 

 センバ 50 

千羽烏 150
千歯こき 322,323,324
千俵 85

  センフリ 87
 

ゼンマイ 20,88
 ゼンマイのワタ 15

 
膳椀 170,332

 
  ソ

 

 雑(ぞう) 58
霜害 69

 葬儀 184
 葬儀に必要な諸道具 176

 
 葬儀費用 184

 
葬式…174,176,178,183,184,185

葬式場 180
 ソウシキシンルイ 184

 
 葬式のときのつくりもの……175

 葬式の日 174
 

葬式の日の料理 23
双生児 163

 ソウモン 71

 品リり、y_ ij)…12,13,74,75

 ぞうりきんじよ 297
 ゾウリとり 257

 ソウリョウ 121
 葬列 177

 葬列の服装 177
 

葬列の本道 178 
 ソ:□カキ 76,77

 底抜け柄杓 89
 ゾザエアゲル’ 242

 
ソデカブリ 11152

 (そでかぶり、 17717R *1
袖かぶり) 177,178,183 

 供え物 190
 供え物の数 101

 ソノく  17,23,44,46
 ソバウチベエ 226

 ソノくセンベイ 18
 ソバつくりの名人 25
 

ソ マ)•••31,32,36,57,195 
 ソラッコト 241

 ソリガマ 326
 ゾレ 240
 祖霊 189

 村会議員…… 115,116
 村内婚 172

 ソンマオトンバ 240
 

夕
 

 大家族の食事 25
 大黒 206

 大黒様 222
 大黒柱 29,197,313,320

 大根のとしとり 221
 大根葉 21

 代参講 148

代参者 147,148,149 
大師粥(太子ガユ)…188,189,224

 太子講 224
 大師様 224

 ダイシサマノ箸 :......... 207
 ダイシサンのあとがくし 224



 ジゴク亍'ンマ 103,104,119
(地獄デン'V、 120,121,152  
地獄伝馬) 179  
地獄のかまのふた ..90^ 91J  
(地獄の釜のふた)

 
地獄の声 180

 
仕事着...................... 8

 
仕事始め.................. 192

 
死産...................... 163

 
獅子の練習 245

 
地芝居 127,248,249

  ジジ'^.......................14
 

相01 ナ舜 244,245,247 
獅子舞唄 246,247  
死者に持たせるもの 175

 
死者の着物 175,186

 
四十九日の餅 185

 
四十九りん 185

 
四十八の生みどめ 94

 
自然災害 36

 
自然暦 96

 
シタカリ鎌 327

 
下着 12

 
シタザ 29

 
下谷将監 105

 
七•五•三 163,222

 
七本とうば' 185
シッキリジバン 7 
しつけ 99
シト 73,157,329 
シトダナ 29,73 
シト屋 73 
シナ 76 
シナダマ 241 

シナダマツキ 254 
信濃街道 78
シナの皮 13 
しなの木の皮 76 
死に烏 173 
死の予兆 173 

 
(芝切権兵衛) lUb’lZb  
シバグシ.................... 28

 
シバショ 71

 
ジバタ 14,70

 
シバドメ 28

 
しびれ 89

 
しまい正月 206

 
シマダ 12

 
シマヘビ 19,66

 
シミ大根 21

 
シミドーフ 21
ジムグリ 19

シメタ''ノレ 164 
シメ繩 190 
下肥 83 
ジャージー 72,73 

 シャイナシ  241 

 ジャオージ 226
 

じゃがいも 44,45
 ジャガイモのでんぷん 57

 
シャク(しゃく、使役)……88,119

 シャクイ 241
 

シャクナゲ 240
 シャックリ 89

 社日 210
 

 ジャホージ(ジャホーシ)226,239
 しゃんぎり 247

 
 ジャンケンの唄 285

 シャンコージ 239
 ジュウイチ(慈悲心鳥) 232

 祝儀の食物 170
 祝言 168

 
 十五日ガユ 204

 十五夜 ……215,216,220,221,229
 十三仏 144

 十三夜……124,216,219,220,221
 

 シュウト(姑) 170,171,172
 十二講 63,64,139,195 

丄一链 63,64,131 
 十一惊 139,195,222

 
十二様の腰かけ 95

 
十二様の休み場 64

 
十二様祭り 221

 
十ニヤサンノモチ 32

 
十六念仏 141

 
  (十六メーダマ) ⑽,丄リ’ 

 

宿場 81
 

主食の混合割合 16
 

雌 176
 

出張耕作.................... 44
 十返舍一九 313

 狩撖 64
 ショイコ(しよいこ) 9,330

 ショイビク 325
 正月さま 202

 正月棚 190,191
 ショウガミ様 153

 焼香 179
 

条桑育 67
 定使い.................... 118

 浄土 179,180
 浄土場...... .............. 179

ショウブ 211,212 
ショウブ酒 212
ショブの節供 189

 
丈夫の名 237

 ショウブ湯(菖蒲湯)…….211,212
 

ショウベ石..... ........ 29,75
 小便所 31

  浄瑠璃 249

  食事のみやす 98
  食事の量 25

  
食制 15

  食用植物 19
  食用動物 19

 
初産 158

  除草 48
  ショッカラ 99

  初七日 185
  除夜の鐘 191

  ションベエゲーロ 240
  シラオ 62

  しらせ 235

   25
 汁かけ飯 92

  白V、アザ 93
  白い馬 231

 白い鶏 231

  は力^^ 41,47,56

 
白けし 60

 白炭 58,62
 白豆黒豆 284

 白無垢 6,7
 シンキャク 169

 シンゴ 256
ジンジャマイリ 147

 信州街道 78
 信州ことば 242

 信州の影響 188
 

信州薬師緣起 337
  身上わたし 122

 
人体各部の名称 240

  身体表現唄 ……278,279,280,287 
  シンタク(新宅) 122,123

  神道修成;派 131
  シンドリ 47,196

  陣とり 256
  親類サカズキ 167,168

 シンルイザシキ 170
  親類まわり 171

  新暦 95
 



 ゴチモチ投げ 32
 伍長 109,115,116,117,118
 伍長ヨリイ 118

コックリサン 257  
 

コッパカゴ 328,329
コト 208  
コト納め 208  
コトク 241 

 
ゴトク 10,11

 今年のぼたん 288
コト始め 208 

子どもと子どもで 302
子どもの組 110 
子供のノベ送り 177 

 M ............................................. 238
こなしつこと ....... 51 
コナシの皮 14 
コナッチョウ 241 
小荷駄 62 
コヌカのおひねり 175 
コネバチ(こね鉢)••• 76,77,84,332 
木の葉かき 64 
木の葉まるき 64 
コバソダテ 241  
コバモチ 32 

……63,82,112  
木ひき、桃き) 139：195

 
木挽唄(木挽歌)……244,250,251
木挽き職人 250 
コビル 15 

 コブレ(こふれ) 110,115 
ゴボー(御奉) -167 

 
ゴマ 4,94,105,231 
胡麻がら 231 

コマまわし 255 
小麦 43 
小麦の脱穀 51 
ゴムグツ 13 
コメ ー. 29 

 

(コメエカキ) 

コメゾッキ 15 
コメナシ日 26 
米の収量 50 
米俵 98  
米の飯… 15  
コメボウ 32  

  子守り……112,113,161,162,256
子守りうた(子守り唄)…161,254  

子守りつ子 151
子安地蔵 153 

 コヤづくり 27 
 御用ダンス 116 

 五輪さん 227 
 五輪平 …227 

 
五輪塔 137,228
五郎大明神 129 

 
婚姻圏 151,163

 コンゴー杖(金剛杖)……177,180
 コンタ 241 

 ゴンダク 241 

 ゴンボーウマ 167
 

 サ 

 
災害記念碑 36

 
サイギョウ 57

 サイギョウブチ 57 
 

西窪神社 127
採草組合 54 
祭壇 174 

 
歳徳神様 190
裁縫箱 156 
材木の石数 58 

 
祭文 86,192
サイロ...................... 53  

 
境木 46

 (さかさ烏) 55450 

 
さかさ水(逆さ水) 174,191

 
魚とり 257

 
さかなを食べる機会 24

 サカムカエ 148
 

触 63
 

サクイレ 56
 

さく切り… 98
  (¥7ノ^ ……188,195,196,205 

 

笹板 34
 

ささ板^^き 28
 ササムジナ 236

 坐産 154
差鴨居 311

サシコ 2,9,60,153 (さしこ、サシッコ) 

 
サシマヴシ……136,150,322,335

 
サシモノ 9,322
雑穀 17 
雑穀入れ 332 
雑草 47 

サトイモ(里いも) 4,94,231 
里帰り 172

 
里子 162

 さなぶり 42
 サナレ 240

 ザマカゴ 329,330
 サマダンゴ 188

 サユミ 74
 サル 95

 サルノコシカケ 240
 猿廻し 86

 猿聱入 ....... 232
 サワガニ 19

 サワギガラス(さわぎ烏)--97,242
三角四角で 289
三角先生 292

 三月法事 184
 

三が日(三元日)……190,191,192
 

三元日の食事 193
 

蚕業講習所 69
 三ゲ川 236

 
産後 158

 三合ずり 99
山菜 3,19

 蚕種 68
 三十五日 185
 三十三年忌 186

 サンショ勺 20
 産褥で死んだ女 163

三途の川 175
 産泰様 151,153

 
さんちゃんが 292

 三堂川 135
 三年びね 16

 
産婦 158

 
三夫婦 122

 
産婦の食事 158
 産部屋 154

三本バシゴ 325,326
 三間取型 309,311,315,316

 山林 42
 三隣亡 93

  さんり定うの日 63

 シ

シ A 16
 鹿のロウ ................236

 
地神講 139

 
地神さま 219

 
地神さん 211

 
地神待 210

 シグッ门 く''つ) 14,71,73,74
ノノ/1 しくつノ 256,326,327

 
地ぐも 96



クチ 58,59
クチコミ 60
ロ無し女房 189

 
▽甚 103,109,110,114,115
区長  116,117,118,213 

 
区長会 115

 くつ ……75
クツカキ 77 

 
く 〇かくし唄 297

 沓掛海道 81
クツ切り鎌 75  

クツゴ 73,74 
ぐっつき 255

 くっつき合い ….- 164
 く ね 325,326
 区の組織 110
 区費 115,117

クボ 241 
 

クマ(熊) 64,65,66,236
 熊射ち 64
 熊おとし 65

 熊の肝 65
 熊野さん 131

 能野袖朴 127,128,131,137
能野神社 150,153,228 
熊野神社の烏コエ cc 
(熊野神社の烏午王)

 
熊の肉 65

 
クモ 101

 
倉開き 194

 
クラヤマ 73

 
クララ 14,76

 
車酔い 90

 
くるみとぬるで 234

 
クルミの皮 14

 
くるみ笛 255

 
クノレリ棒 323

 
クレギリ 56
クロ 56
黒けし 60

 
黒炭 58,62

 
クロドシ 223
> 69 
クワ 179

 
クワアライ 56,222

 
鍬ガラ 180
鍬立て 194

 
クワヅル 76

 
桑の木の種類 69

 
桑の病気 69

 
桑畑 ....... 66

 
群蚕 68

クンチモチ 185,224,225
 

 ケ 

 ゲーロッパ 239
ケイアン…… ...... 69,162

 経済圏 ............83,151
 ケイバ...................... 71

 警報 118
 

警防団 117
 ケイヤク(契約)……111,112,194

 ケガ 90
 
 ィ)….… 147448 

 
ケゴ休み 68

 けさ 237
 ケサガケッ子 158
 夏至 213

 ケシZ3 62
 ケシボウズ 159,160

 下駄 13
 ゲタ材 76

 月っくり火っくり 268,296
 結婚式の日 166

 結婚式の料理 23
結婚年令 163

 
結婚の条件 163

 月蝕 101
 ケバ 70

 
煙だし 60

 ケラ 96
 

ケラオイ 47
 

下痢 87
 

現金収入 41
 げんこつ山のたぬきさん ……287
 ケンツ 256
 ケンデー 74,322,329

 
げんのしようこ 87

 
 コ 

 コーチ 56
 コーデ 89

 コアゲ 69 
 コイ 48

 コイダシ(こいだし) 49,50
 コイダシモッコ 329,330
 鯉のぼり 212
 コイミ 329

 コイヤ 50
 コイヤト 50

 コウカケ 13,14
 コウガケつくり 75

 甲打三郎(甲打の三郎).…127,228
 郷蔵 117

高原キャベツ 6,43,309
  黄繭種 68

  
高原野菜……1,2,36,37,43,44,78

 コウジカビ 22
 

江州屋 84
 荒神さん 131

 庚申待ち 139
 講中 138

 香典 183
 コウネ 49

弘法様 229
 弘法さんの出生日 140

 弘法大師 94,178,229
 

弘法のさかさ杉 229
 

コウマヤ 311,313
 

紺屋 14,70 
 氷とり 121

 コエゴシラエ 50
 

五右衛門風呂 30
 ゴオロウ 241

 
コガキ 60,61 

  五月節供 211,255
 コガマ(小鎌) 60,326

 
告別式 179 

  ゴクトウノ辻 71

  コクノレ 241
  ゴクロウフルマイ 170
  こごみ 20

  コゴミナタ 326
  小作 52

 コザシキ 29
  コザハバキ 13
  護寺会 117
  腰から下の病気 90

  コジハン 18
 腰巻 12

 コジモチ 242
  御祝儀の着物 6

  五十五のごうさらし 94
 

   ^；Zc)………15,24,205

  小正月 195,196
  小正月の飾りかえ 195
  コジョハン(こじよはん)…15,196
  ゴゼ(瞽女) 85,192

  ゴゼノボー 85
  ゴゼン 25

  コタツ 30
  ゴチモチ 23,34



カユカキ棒(かゆか  

き棒、粥かき棒、ケ…55,195,196  
イカキ棒、ケーカキ 204,205
棒)  

からす(烏) 101,261
からすからす 263,286 

 

烏ゴエ 90
 カラスゴオウ(烏午王)……55,204

 
烏鳴き(烏泣き) 101,242
からすの唄 254  

カラスの鳴きわかれ 236 
カラスへビ 19  
刈り上げ 222  
莉り敷き 4  
莉敷莉干莉取約定書 118  
狩りの笛 65  
刈り干し 54  
カリボシアゲ 54  
刈りぼし刈り 53,58  

 
カリボシゴヤ . .以m(カリボシ小屋) 54,55  

 
カリボシッケ 54

 刈り干しの刈り場 . 54
 

カリワケ(刈り分け)……4,37,52
 

刈分小作 37
 

家例 ............................192
 

カワッパ 71
 

川ナガレモチ
(川流れ餅) 188,222,223  

 

川ナガレの朝 223
川流れの行事 41
カワラチチン 65

 
棺 177
簡易水道 26 
棺桶 176

 
棺かつぎ 177

 
カンガラ 180

 
乾繭 84

 
官行造林 104

 カンジキワタル 55
 

元日 189,190,191
 

カンジン様 188
カンジンボウ(力 5,188,196  
ンジンボー、カン•••197,199,200  
ジン棒) 202,203,204

 
元旦 190

 カンの虫 90
 カンの虫切鎌 89
 

観音講 230
 

観音様 135
 

観音堂 135,210
 

観音參り 206
  

鎌原ゴウジ 243

鎌原氏 105
鎌原神社 129,130,138
鎌原の水 101 
鎌原用水 26,27,47,48

 
ガンブタ 152,176,182

 
ガンボージ 226,239 

 

 キ 

忌明け 185 

祇園 214
キキン 21 
木小屋 29 

 きこり...................... 63
キサマ 241 
汽車 235 
キジリ 29,30 
着初め 92 
キダシ 31 

 北枕 174 
義太夫 249 

 キチアケ 183 
 忌中払い 183 

 M 236 
 狐つき 102 

 狐とむじな 99 
 キツネに化された話 236 

 キツネの嫁通り 236 
キツネ火 236 

 キト'' リ 31 
 絹笠明神 150
 キネ 186

 キノエ午 208 
 キノエネ講(甲子講)……139,222 

キノコ 21
 木の石数 64 
 木の実 20 

 キビモチ 23 
 キミ 17 

 キミフミ 51 

義務人足 120 
 着物を裁つ日 92 

キャクザ 29 

客仏 218
 キャハン ....13 

 

キャベツ 71,151
 

キャベツ作り 43
 キャベツの収量 44 
 キャベツ畑 71 

 
キューデ(キューディ) 123
キューデ仕事 123 

 
牛馬の年とり 194 

キュウリのはつもの........ 214
旧暦.....................95,96

キョウカタビラ........ 17Rion
(経カタビラ)

凶作.......................109
凶作の年.....................21
行商人.......................84
兄弟....................... 121
兄弟サカズキ(兄弟......166,167
かずき、兄弟盃) 168,169

共同飼育所...................68
共有地.....................117
共有林.....................118
木寄せ.......................31
キョメ .....................183
切替畑.......................46
切り傷.......................88
キリコミ.....................17
キリッコ...................256
切り火.....................332
きりぶ(切り賃).............. 58
切りほ'し.....................21
キ17ダ....................... 14
キ17ラ(生17ラ)........ 102,175
木を切ってはならない日......95
禁忌作物.....................4
金肥.........................50
キンマ.......................60
キンマミチ......  60

ク

クイゾメ ...................159
喰違四間取型………311111：318 

くうちゃんしいちゃん...... 295
クギウチ...................255
く ぐ' 9...........................................29
草刈り................ 53,54,98
草刈カゴ.............. 328,329
草軽鉄道...................106
草軽電鉄.....................2
草津軽便鉄道................ 82
草津電気鉄道................ 81
クサノオオ................ 240
グシ.................. 28,34,34
クジナ.....................239
九十九夜.................. 211
くすぐらせ唄.............. 286
クズヤ.................. 27,28
グズル.............. * 241
クゾ粉.......................21



 
親子サカズキ
(親子さかずき、166,167,168,169 
親子盃) 

オヤづくり 27  
オヤブン 118

 
オヨウカ 222

 
オリボヤ 60

 
織りマブシ.................. 69

 
織物........................ 14

 
お礼銭.................... 171

 
お礼参り 160

 
温床苗代.................... 42

 
温泉 234

 おんとり 274
 女衆の御年始 193

 女の子の遊び 254
 女の名前 237

オンバコ 254  
オンベヤ 203  

 
不不ハ 202,203,208  
オンボヤ作り 198  
オンボヤのご飯 203  

 
オンボヤ焼き 196,197

 
力  

 
蚊 99,240
カアツオ(カアッソ 13,14  
、カワッツォ、カワ 74,75 
ッソ、カワッチョ) 256
回忌 186 
カイコ神(蚕神、 -I 011QQ  
カイコ神、カイコ…130,盟’盟 
の神様、蚕神様) 197J208
カイコジカレ 67  
蚕手伝い 69  

蚕の毒 69 

蚕の病気 69
蚕ビリョウ 41  

開墾 37,45,46 
買い芝居 249
外出着 7  
回転マブシ 69  

  カイバ...................... 73
戒名 184  
改良マブシ 69  
カエル" 19  
蛙と雨 232  
カカア天下 172  

 
カカシアゲ 5,188,189,221

 カカシ神 189
 かかし様の立振舞 5
 かかしさん 220

かかしさんのごくろうまつり221

カカシサンの餅 221
カカシの年取り 5,220

 カカシ餅 5,189,221
 かがつくから 303

 
 鏡 93,95

 
 ガキ 217
 かきロ 58

 
 カギサマ 207,332

 カギダケ 29 
 カキダシ 60,62 

 ガキの首 219 
 ガキの座敷 217 

架橋 120 
隠しことば 242 

 
かぐら(神楽) 5,86,245
神楽獅子 215,244,245 
カケ衣裳 15 
カケオキ(チ) 164 

 かけごと 257 

かごめかごめ 287,301
 

カサ(笠) 20,74,75
 

風穴 58,59,228
カサカケ 13 
重なった不幸 186 
飾り物 190 
カジカ 19 

 カジカボシ 19 
 

かじずみ 58
 

カシャ 173,233,234
鍛冶屋 58
柏餅 212 
風切り鎌 35 
風の神 201 

 
かぜ除け(風除け、 ni〇^ 

数え唄 300 

家族間呼称  ........ 121 
家族の私財 105,123
肩上げ 15 
肩こり 88 
カタツキ 69 
カタビラ 6 
カタミ分け 185 
片目の小さい理由 231 
家畜 41 
カチニ 56 
カチンナワ 14 

 
カッチキ 4,50
カッテ 313 
かってうれしい 274 

カッパ .................. 237

 カテメシ 17
 門付 85,192

  カド火(門火) 189,219
 

カド松(門松) 190,224 
  カドモチ 32

  かなぐつ屋 77
  カネコウバイ 28

 
カネコモチ 192

 カノエ講 139
 歌舞伎 111

 
兜造り 312

 
カブメシ 16

 カブヤキ 18
 

かぶり布 11
 

カペ.............................................. 45
 カベツケオテンマ 33
 

カベトリ場 32
 

壁ねり 32,33
 カベ掘リ場 27

加部安左衛門 107
 カボチャのとしとり 224

 力•ボッチ 51
 55

カマアゲ(鎌アゲ) 56,189
カマ神 193,203

 
鎌倉権五郎 129

 カマダキ 35
カマ出し 60

 
カマド 30
カマニワ 60,62,193
鎌の柄 55

 カマノロアケ 214
 カミソリヌグイ 175

 神なし月 220
雷除け 91,207,208

 
髪の毛 161

 
タヤ刈〇 "….〇〇 CO QO (かや刈り、萱刈り) が8,98

 
萱刈り場 33

 カヤゴシラエ 33
 

カヤスグリ 33
 

カヤ俵 43
 

萱の根 232
 カヤノハシ 215
 

萱の豆 255
 

カヤバシ 93
 

かやぶき屋根 34
 カヤマブシ 323

 カヤ屋根 •......... 27
 弓半弓占い 204



大前 226  
大マサッキリ 327 
大晦日 225  
大ムギのたねまき 40  
大麦ヤキ 51  
大めし食レ、 25  

  オカ........................ 56
お蚕の神 70  
お顔かくし 173  
おかがま 58  
オカサク 56  
オカザリ 190,199  

  オカダ...................... 56
  オカボ...................... 75

オカマノクチ 214  
オガラ 14,35,241  
オガラの灰 14  
おかりや 147,148  

  オガンショバタシ……89,90,178
置薬 84  
オキナグサ 255  
オクウマヤ 310,311  
オクッキ 152  
オクノデイ 29  
オグフウ 203  
送り火 218,219  

 
送り盆 217,218,219

 
オクマンサ 89,90,91,129

ノ ノ 丁マ 130,153,173  
お悔 183  
オクリイチゲン 168  

 
オクリンデー 312,313

 
オクンチ 124,216
オコサン 69 
オコシッコ 256 
お高祖頭布 11  
オコブリ 15  
オコモリ 189  
オコワ 24  
箴 74  

 
オサキ 71,93
オサメ 186  
お産 153,154,155,158  
お産で亡くなった人 186  
お産と夫 162  

 
お産のときに食べては 〇〇
いけないもの  

御師 150  

オシイ '............... 23  
 オシイ飯.................... 3

おしかけ嫁 172  

 
オシガマ 326,327

 
オシカリ 241
おしこみ .....................234 
お七夜 .................. 157 

 
オシノく.........................99,241
オシボコ 34 

 
おしめ ............. 157
オシメ様 153 

 
オジャ 17,204
お釈迦様 211 

 
オシャリ 69
おじょうさん 273 
和尚のざしき 183 
オショウバン 170 

 
オショバレ 164
オシラサマノマイダマ 197 

 
オシラサン 150,197,208
お諏訪様 228 
お歳暮 121 

 
お施餓鬼 217,218

 
オゼンバナ 240,255
オセンベエ 15 
おそうぜん様 223,224 
お供え 225 
オタナ 206 
お棚板 190 
お棚さがし 190,191,193 

 オタネ 14,241 
オタフク 30 
オチッキ 166,168 
落葉集め 64 
おちゃづけ 15 
お茶よび 170 

 
オチョウメチョウ 1CO (男蝶女蝶) •••166,168,169 

オッカアザ 29 
オッカサンザ 30 
オツケダンゴ................ 17  

おっちゃんどこだい 260 
オッミ 17 
お通夜 175 
オテショ 25 

 
お手玉唄 253,263
オテノクボ 25 
お寺のおしょうさん 285 

 お寺参り 183 
お天狗清水 101 
オテントウ様 159 

 3,31,32,33,34 
 オテンマ 104,119,120,131 

133,152,178,193,197
オテンマ帳 120 

 
オトコヅクリ 163

 
男の子の遊び 255

 
男の節供 211

 
音無し川 136,228

 
オトリモチ 169

 
鬼 211,212

 
鬼きめ唄 284,287,288

 
オニッコ 162

 
鬼とり唄 301

 
鬼の目玉 188,206,225

 
オネ 241

 
オネットウ 17

 
オネンブリ流シ 214

 
オノアナ 58,60

 
オハカ 182,183,185

 
お墓参り 183

 
お歯黒 12,171

 
オバタケ 74

 
オバタテ.................. 242

 
オヒトツ 254

 
オヒナガユ 189

 
オヒナ様 138

 
オヒナ祭リ' 209

 
オヒナメシ 209

 
お日待ち 138,147,149

 
お百度参り 173

 
オヒル 15

 オブアケ 159
お布施 183

 
お札くばり ..........224

 
オブヤキ 159

 
オボガミサマ 162

 
オボキ 156
オボスナ様 105
オボタテノ メシ 156,157

 
オボヤ 158,159

 
オボヤケ 159

 
オボユ 156

 
お盆 216

 
オマイダマ 193,202

 
才松引キ 197

 
お守り 102

 
オマンマ 25

 
オミゴク 127,199

 
オミタマ様 205

 オミヤマイリ 154
おミヤメグリ 148

 
思い川 ............ 228

 大ヤ 51
オヤカタ.................. 194

 
親木 63



•-年なべ 332
一の枝 63,95 
-*宮講 149 
イチマケ 124 
一毛作 56 
一匁の一助さんは 271 
イチャカザリ 224 

 一ちゃんちの二ちゃんが……290
イチョウガエシ 12  
イチリットライライ 269  
イッケ 124  

茶 313 
 一反の長さ.................. 14

 
イヅナサン(飯繩さん)“"130,150

 
飯綱大権現 191
一ぱい飯 93
井戸 27

 
糸まリつき唄 264

 
稲作 42

 
稲作の限界線 42

 
稲作の初め 42

 
稲荷様 102,123,130

 
稲荷まつり 208,223

 イヌコロ .................. 240
 

イヌノ /彳 182,185 
 

イヌヨケ 182
稲刈り 50 
イネの種類 42

 位牌 122,177,184
 位牌分け 184

いぼ 89 
いま稲荷 101 

 
今井の小字名 227
忌み 187 

忌詞 95
 V、もし、も.................. 269

 イモオロシ 326,327
芋がら 231 
いもの原由目己 336 

 
いもの粉 18
入会地 117  

 
入りロ(彼岸の) 210

 イレカゼ 97
 イロリ 29,30,176

 イロリブチ 3,30
 岩魚  ............19

 隠居 105,122,123
 インキョシュ 122

 インキョメン 122
 インドウ渡し 179

 
ウ

ウコン 14,15
 

うさぎ追い 257
 

牛 72,73
 

氏神様 191
 

氏子総代 117
 

牛ゴヤ 313
ウジコロシ 101 
ウシッピキ 257 
ウシノキンタマ 240 

牛のクツ 74
丑湯 214
0 176

 臼と杵 332
 うずらとひばり 232

 失せ物 91
 

 ウソ 173
  ウソの鳴き合わせ 101

 うちのコンペトさんは 280
 

 うちみ 87
 

 うどん 16,17,22,23
 ウドンゲの花 101

 
卯の日卯の刻 189,190

 姨捨山 234
ウブギ 156

 産湯 156,158
 

« 4,41,53,70,71,82,83,99 128,188,193,194,206 
 

馬洗い井戸 226
 

馬市 4,72,73,102
 

ウマイレ 56
 

馬方 42,82,149
 

馬方渡世 41
馬方節 82
ウマゲーロ 240

 馬小屋 227
 

馬捨て場 73
 馬づくり 72

 馬の餌 53
 馬の神様 148,223

馬のくせ 71 
 

馬のクツ 74,75
 馬のクラ 330

 馬の崇り 231
馬の種つけ 71 

 
馬の特徴 70

 馬の年取り 188,193
ウマノハ 238 

 
馬の病気 71
馬のまきめ 71 

馬の水 71

ぅマキ, 308,309,310 ノ  311,313,314,319
 

馬屋肥 53
 

生れかわり 235
 

埋め墓 182
 ウルイ 19

 
ウルシ 20,88

 
うるしかき 77

 
ウ7ザ 30

 ウウヤ...................... 60
 

 工

 工工(エー).......... 33,52,241
  エエッコ 48,51

 
玲蚩旭 289,290,291,292

  ホェ日 w 293,294,295,305
  エズミ 162

  エゾミ 162
 

エダ塔婆 186
  エド' リ 62

  エドリッケブ 60
 

えな 156
 えびす講 205,206,222,223

 えびす様 205,206,222
 エビスモリ 25,206

 
エラ 76

 エンガ 49,56,195,325,326
エンガの使い方 49

 エンサ 311,312,313
 円通院 229

 円通殿 135
 エンバク 16,17

 延命寺 135
 

 才

 
オーメ 7,14,70

 オイザク 48
 おいばねこばね 283

 追分節 251
 オオイレ 32
 オオガキ 60,61

 オオガシラ 208
 大ガマ 326,327

 オオカミ 181
 大笹温泉… 106,107

 
大笹 81

 大笹神社 129
 大笹の関所 79,234
 

大ド、小ド 29,73,203
 

大波小波 275,306



索 引

 
ァ  

アオガヤの箸 129 
アオケブ 62 

青大将 19  

アオバシの食V、ぞめ 214
青山 297 
アカ 93 
赤V、アザ 93 
赤いも 45 

アカソ 76 
吾妻線 81 
吾妻山神社 129 
赤松のしん 101  

 
アカミ 157,159 
アガリチチ 160 
赤んぼうの髪 160 
アキ 207 

秋蚕 67 
アキジ 56 

アキの方 190,208,224 
秋の仕事 51 
秋の彼岸 ..... 219 
秋葉さん 131,138 

 
秋奴り 126,129,215T八於) 216,220,223 
悪魔除け 211 
アゲ石...................... 98  

明けロ(彼岸の) 210 
あけび 255 
あげひばり 230 

麻 14,74 
麻糸 74 
朝えびす 205 

 
朝草刈り 53
アサハン 15  

 
アサヒキブネ 325,326
朝参り 191  

 
浅間押丨  26,27,36,99し 107,108,117,129 

 
浅間山 4,97,101,103,231
浅間山大爆発 2  
浅間山と赤城山のケンカ 94 

 
浅間山爆発 309,312
浅間山噴火和讃 143  

 
浅間の煙 96,97
浅間の灰 69 
浅間の噴火 108  

浅間焼け 5,106,107,135 
麻物 7 
朝湯 191 
朝嫁 167 
足入れ ............. 172
芦生田、 41,105,243 
あしかき 71 
アシゲタ 227 
アシコンコン 256 
アジトリ 254 
アシバカケ.................. 33
小豆ガユ 204 
アズキゴシゴシ 237 
アゼ 56 
アゼシメ 323,324 
アゼノリ................... ;56
あだ名 100,238 
アタマスキ 69 
新しいぞうりを使用するとき…92 
アチヤ 242- 
あつけ 88 
アトクキ 169 
アトザシキ 168 
アトタズネ 170 
アトツギ 121 
穴っぷさげ 222 
穴掘り 178,179,180
穴掘り伝馬……104,119,120,179 
油 22 
油いため 18 
油餅 222 
アホダラキョウ 86 
雨ごい 150 
甘酒 127 
甘酒祭り 211 
飴屋 >86 
アヤ く-254 
あや玉 253 
あやめがめ出した 284 
アラガミ様 131 
—アルキ 82 
アラク 37.45,46,56 
アラクオコシ 4,46 
アラクホリ 46 
アラケル 240 
アラタ...................... 37

アラ田つくり 45 
新盆 185,216,218

新盆貝舞 218
 アローズ 241

 
アワ 3,16,17,47

 アワゾッキ.................. 16
 

アワボ•ヒエボ - (アワボ.ヒーボ) iyo,iyo

 
アワモ手..け 23

 安産..、— ...................... 101
 

安産祈願 .*153
 

あんたがたどこさ 273,302
 
 イ

 
レ'' し、條...................................... 172

 硫黄 41
 硫黄鉱山 1,2,26
 硫黄玉 41

 息つき竹 152
 いくさみそ 18

イグサヨゴシ -19
 イケニゴシ 136

 イザリノく夕 70
 石臼 56,332

 石置屋根 28,313
 石がま 60,62

  石津   227
 石ナンゴ 241

 
イシホタル 240

 石屋根 28
 イズミ 160,162,322,335

 出雲の神様 221
 伊勢講 147

 伊勢まいり 147,148,250
 伊勢参唄 249,250

 板 82,83
 依託飼育 68
 イタチグサ 87,239

 板ひき 57
 イタヤ...................... 28

  板屋の屋根ふき 34
イタワリ 34,76

 板割りナタ 28
 1か!ナ2か(ナて 278

 120
 イチゲン 165,167,170
 イチゲンザシキ 168,170

 1、2 の 3 286
 一人前の仕事 :.... 97

 1年いちいち怒られて 300
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