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序 

文

元
旦
を
中
心
と
し
た
大
正
月
に
対
し
て
、
正
月
十
五
日
前
後
を
小
正
月
と
呼
び
、
古
く
か
ら
豊
作
祈
願
の
た
め
の
予
祝
行
事
が
集
中
し
て
お 

り
ま̂
50「

小
正
月
の
つ
く
り
も
の
」
は
そ
の
典
型
的
な
事
例
で
、

ニ
ヮ
ト
コ•

、、、
ズ
ブ
サ•

ヌ
ル
デ
等
の
木
で
作
製
し
た
ヶ
ズ
リ
バ
ナ•

粟
穂
稗
穂 

・
ハ
ラ
ミ
箸•

ヵ
ユ
ヵ
キ
棒•

農
具
等
を
供
え
、
ま
た
、

マ
ユ
ダ
マ
を
作
っ
て
座
敷
に
飾
り
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「小
正
月
の
つ
く
り
も
の
」
も
近
年
の
急
速
な
生
活
様
式
の
変
化
に
よ
り
次
第
に
姿
を
消
し
て
お
り
、
こ
の
動
き
は 

都
市
化
の
進
む
平
野
部
だ
け
で
な
く
、
農
山
村
部
に
も
広
が
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
の
貴
重
な
無
形
の
民
俗
文
化
財
を
記
録
保
存
し
、
 

広
く
県
民
一
般
の
方
々
に
紹
介
し
て
後
世
に
継
承
し
た
い
、
と
い
う
の
が
本
調
査
の
目
的
で
す
。

調
査
は
、
昭
和
六
〇
年
度
か
ら
五
年
計
画
で
お
こ
な
わ
れ
、
こ
れ
ま
で
に
地
区
別
に
四
冊(

利
根
地
域
、
吾
妻
地
域
、
西
毛
地
域
、
中
•

東 

毛
地
域)

の
調
査
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
調
査
の
対
象
と
な
っ
た
御
家
庭
か
ら
小
正
月
の
終
了
後
に
寄
贈
い
た
だ
い
た 

「
つ
く
り
も
の
」
に
つ
い
て
も
、
県
立
歴
史
博
物
館
で
の
分
類
整
理
作
業
が
終
了
し
ま
し
た
。

そ
こ
で
本
書
は
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
を
概
観
し
、
本

県

の

「
つ
く
り
も
の
」
と
正
月
の
民
俗
行
事
の
関
係
に
つ
い
て
も
解
説
す
る
と
共
に
、
 

収
集
し
た
資
料
の
図
版•

写
真
を
系
統
的
に
分
類
整
理
し
て
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
今
回
の
調
査
全
体
の
ま
と
め
と
な
る
よ
う
に
考
え
た
も 

の
で
す
。

今
日
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
製
作
技
術
を
継
承
す
る
後
継
者
の
減
少
は
著
し
く
、
本
書
の
刊
行
が
、

「
つ
く
り
も
の
」
を
は
じ
め
と
す
る
無 

形
文
化
財
の
保
護
と
継
承
に
少
し
で
も
役
立
つ
よ
う
切
望
し
ま
す
。

ま
た
、
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
本
報
告
書
の
刊
行
に
あ
た
り
、
調
査
員
の
各
先
生
方
は
も
と
よ
り
、
関
係
各
機
関
の
数
多
く
の
方
々
に
ご 

協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
に
、
深
甚
な
る
謝
意
を
表
す
次
第
で
あ
り
ま
す
。

平

成

三

年

三

月

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

坂 

西
 

輝
雄 



無

形

文

化

財

緊

急

調

査

実

施

要

綱

1
 

趣 

旨

本
県
に
は
多
種
多
様
の
無
形
文
化
財
が
存
在
し
て
い
る
が
、
社
会
生 

活
の
変
化
に
よ
り
急
速
に
消
滅
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
特
に
重
要
な
も
の
で
、
緊
急
に
保
存
対
策
を
講
じ
な
け
れ 

ば
な.
ら
な
い
無
形
の
文
化
財
に
つ
い
て
、
調
査
の
う
え
記
録
を
作
成
し
、
 

保
存
対
策
の
基
礎
資
料
を
得
る
。

2.
調
査
対
象

「小
正
月
の
つ
く
り
も
の
」

元
旦
を
中
心A

f

じ
た
大
正
月
に
対
し
て
、
正
月
十
五
日
前
後
の
小
正 

月
に
は
古
く
か
ら
豊
作
祈
願
の
一
方
法
と
し
て
の
豊
作
予
祝
行
事
が
集 

中
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
と
し
て
小
正
月
の
ッ
ク
リ
モ
ノ
の
行
事
が
あ 

る
。
小
正
月
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
も
の
つ
く
り
を
し
て
飾
り
か
え
を 

行
う
こ
の
行
事
は
、
地
域
に
よ
っ
て
「も
の
つ
く
り
」
•

「か
ざ
り
か 

え
」
な
ど
様
々
な
名
称
で
呼
ば
れ
、
実
際
に
つ
く
ら
れ
る
も
の
の
種
類 

も
豊
富
で
あ
る
。

マ
ユ
ダ
マ(

メ
ー
ダ
マ)
•

ケ
ズ
リ
バ
ナ
は
「
つ
く
り
も
の
」
の
代 

表
的
事
例
で
あ
る
が
、
こ
の
他
に
も
粟
穂
稗
穂(

ア
ー
ボ
ヒ
ー
ボ)

、
 

俵
.

農
道
具
一
式•

木
刀
類
、
ド
ゥ
！！
ク
ジ
ン(

道
陸
神)

を
は
じ
め 

と
す
る
各
種
木
像
類
、
ヵ
ユ
ヵ
キ
棒
、

ハ
ラ
ミ
バ
シ
な
ど
の
製
作
が
知 

ら
れ
、
そ
れ
ら
の
地
域
的
特
色
も
著
し
い
〇

こ
れ
ら
の
製
品
は
庶
民
の
生
活
と
密
接
な
か
か
わ
り
を
も
ち
な
が
ら 

今
日
ま
で
人
々
に
親
し
ま
れ
て
き
た
。
し
か
し
近
年
で
は
こ
れ
ら
を
製 

作
す
る
人
々
は
減
少
し
、
作
品
の
量
も
種
類
も
少
く
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
現
在
残
っ
て
い
る
製
作
技
術
を
中
心
に
、
事

例
(

特
定
の 

個
人
の
家)

ご
と
に
、

「小
正
月
の
つ
く
り
も
の
」
全
般
に
わ
た
っ
て 

調
査
す
る
。

0.
調
査
主
体
者 

群
馬
県
教
育
委
員
会

〇
-

調
査
計
画

⑴

調
査
期
間

昭
和
六
十
年
度
ょ
り
平
成
元
年
度
ま
で
の
五
年
計
画(

従
来
の
四 

年
計
画
を
一
年
延
長)

⑵

調
査
地
域

県
下
全
般
を
次
の
五
地
域
に
分
割
し
て
各
年
次
ご
と
に
行
ぅ
。

。
昭

和

六

十

年

度(

第
一
年
次)

吾
妻
地
方

。
昭
和
六
十
一
年
度(

第
二
年
次)

西
毛
地
方

。
昭
和
六
十
二
年
度(

第
三
年
次)

利
根
地
方

c
昭
和
六
十
三
年
度(

第
四
年
次)

中
東
毛
地
方I

。
平

成

元

年

度
(

第
五
年
次) 

中
東
毛
地
方n

、
補
充
調
査 

♦

詳
細
は
別
掲
地
図
を
参
照

⑶

調
査
員



阪
本
英
一
県
立
図
書
館
主
任
専
門
員
兼
館
外
奉
仕
課
長

阿
部
孝
前
新
治
村
立
入
須
小
学
校
長

奈
良
秀
重
中
之
条
町
文
化
財
調
査
専
門
委
員
長

神
宮
善
彦
県
立
歴
史
博
物
館
主
任

井
野
修
二
前
橋
市
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護
課
主
任

井
野
誠
一
前
橋
市
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護
課
主
任

5. 

調
査
内
容

⑴
 

特
定
個
人
の
家
ご
と
に
「小
正
月
の
•〇
く
り
も
の
」
す
べ
て
に
わ 

た
っ
て
、
そ
の
種
類.

技

術•

特
色
な
ど
に
つ
い
て
調
査
す
る
。 

⑵

伝
統
と
製
作
技
術
の
継
承

6. 

ま
と
め

⑴
 

調
査
資
料•

図

面•

写
真
な
ど
の
作
成•

保
存

⑵
 

各
年
次
ご
と
に
調
査
報
告
書
『
小
正
月
の
つ
く
り
も
の
』
を
発
行 

す
る
。
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「
群
馬
県
の
小
正
月
の
つ
く
り
も
の
」

一
、 
群
馬
の
正
月
行
事 

(

阪

本

英
 

一)

二
、 
群
馬
の
小
正
月
の
つ
く
り
も
の 

( 

〃
 

)

三
、 
今
後
の
伝
承
の
た
め
に 

( 

" 

)



一
、

群

馬

の

正

月

行

事

一
 

正

月

の

準

備

す
す
は
き

正
月
を
前
に
大
掃
除
を
す
る
こ
と
を
す
す
は
き
と
よ
び
、
十
二
月
十
三
日
を
そ
の
日
と
い
う
が
、
実
際
に
は
十
日
お
く
れ
の
二
十
三
日
に
す
る
こ
と
が
多
い
。
神 

棚
や
仏
壇
ま
で
も
き
れ
い
に
し
て
、
上
げ
て
あ
っ
た
畳
も
出
し
て
正
月
の
準
備
が
本
格
化
す
る
。
こ
の
夜
は
ョ
ゴ
レ
メ
シ
と
よ
ぶ
「
し
ょ
う
ゆ
飯
」
を
食
べ
る
。

お
松
迎
え

大
掃
除
を
す
ま
せ
た
午
後
、
山
へ
行
っ
て
門
松
な
ど
の
松
を
と
っ
て
来
る
。

一
般
に
は
家
よ
り
上
の
方
か
ら
切
り
、
運
ん
で
来
る
と
屋
敷
神
の
所
に
置
き
、
米
を 

供
え
る
家
も
あ
る
。

シ
メ
ナ
ワ
な
い

大
掃
除
が
す
む
と
シ
メ
ナ
ヮ
な
い
が
始
ま
る
。

暮
市

昔
は
、
各
地
で
市
が
開
か
れ
て
い
た
が
、
暮
の
市
は
正
月
物
が
中
心
で
、
近
在
の
人
々
が
正
月
買
い
も
の
で
に
ぎ
わ
っ
た
。
中
之
条
の
暮
市
は
二
十
六
日
、

い
ろ 

い
ろ
な
品
物
の
中
に
六
合
村
の
メ
ン
パ
も
あ
り
、
神
供
え
の
器
と
な
っ
た
。

歳
暮

嫁
い
だ
嫁
は
、
親
が
健
在
の
う
ち
は
、
歳
暮
を
実
家
へ
届
け
る
。
山
村
で
は
、
新
婚
の
家
で
は
ft
師
に
頼
ん
で
キ
ジ
の
雌
雄
一
対
を
と
っ
て
も
ら
い
、
こ
れ
をr



お
歳
暮
」
と
す
る
の
が
最
高
だ
っ
た
と
い
う
。

一
般
に
は
塩
鮭
が
多
か
っ
た
。

餅
つ
き

餅
つ
き
は
三
十
日
が
多
い
が
二
十
八
日
も
あ
る
。

一
般
に
は
二
十
九
日
は
「
苦
餅
」
と
い
っ
て
い
や 

が
る
が
、

「
苦
を
搗
き
こ
む
」
「
二

九(

福)

を
搗
き
こ
む
」
「
福

餅

」
と
い
っ
て
こ
の
日
に
す
る
家 

も̂

る
。

正
月
棚

一
夜
飾
り
を
し
な
い
の
で
餅
つ
き
と
平
行
し
て
三
十
日
に
す
る
。
お
棚
に
横
の
木
を
割
っ
た
も
の
を 

使
う
例
も
あ
る
。
歳
神
棚
の
前
に
は
オ
ヵ
ザ
リ
と
よ
ぶ
海
幸
山
幸
を
下
げ
る
が
「
先
祖
代

(々

ミ
ヵ
ン) 

羽
根
、
栗
、-

ま

わ

る(

ま
り)

祝

う(

ィ
ヮ
シ)

よ
ろ
こ
ぶ(

こ
ん
ぶ)

如

何
(

す
る
め)

ば
か
り
」
 

と
吊
る
す
家
も
多
く
、
こ
れ
に
ホ
ゥ
ズ
キ(

名
声
鳴
り
わ
た
る)

、
フ
キ
ノ
ト
ゥ(

富
貴
に
く
ら
す)

、
 

根
の
つ
い
た
ネ
ギ(

友
白
髪)

を
吊
る
し
た
り
、
傷
の
あ
る
鱒
を
吊
る
す(

あ
た
り
ま
す)

家
な
ど
、
 

家
ご
と
の
縁
起
あ
る
飾
り
つ
け
を
す
る
。

年
と
り

大
晦
日
を
年
と
り
と
よ
び
、
米
飯
に
塩
鮭
の
切
身
で
祝
う
例
が
多
い
が
、
そ
ば
の
家
も
あ
る
。
こ
の
日
茄
子
と
菊
の
枯
れ
木
を
燃
す
こ
と
も
あ
る
。

「
借
金
ナ
ス
が
ら(

返
済
す
る
こ
と)

、

い
い
事
キ
ク
が
ら(

聞
く)

」
と
い
う
縁
起
と
い
う
。

中
之
条
町
で
は
、
当
主
は
ミ
ノ
と
笠
を
身
に
つ
け
て
、
い
ろ
り
端
で
、
泣
き
な
が
ら
冷
飯
を
食
う(

他
の
家
族
は
あ
た
た
か
い
食
事
を
す
る)

例
も
あ
る
。
ま
た 

黒
保
根
村
で
は
、
オ
ミ
タ
マ
様
の
飯
と
い
っ
て
少
量
の
飯
を
炊
き
、
全
部
盛
り
つ
け
て
仏
壇
に
供
え
る
こ
と
も
み
ら
れ
る
。

歳神さまの：tカザリ
安中市下間仁田



に)

大

正

月

元
日

年
男

正
月
の
行
事
を
司
る
男
で
、
松

の

内(

三
ヶ
日
と
七
日
と
い
う
例
も
あ
る)

は
一
番
早
く
起
き
て
、

い
ろ
い
ろ
準
備
を
し
た
り
、
食
事
の
用
意
を
し
て
、
供
え
も 

の
も
や
る
。
ふ
つ
う
は
一
家
の
主
が
し
た
が
、
子
ど
も
が
大
き
く
な
る
と
や
ら
せ
た
り
し
た
。

若
水

元
旦
の
早
朝
、
年
男
が
井
戸(

用
水
も
あ
る)

か
ら
汲
ん
で
来
て
、
湯
を
わ
か
し
、
お
茶
を
入
れ
て
歳
神
さ
ま
や
仏
様
に
供
え
た
。
昔
は
朝
湯
を
た
て
、
家
族
全 

員
が
入
っ
た
が
、
近
所
を
呼
ん
で
入
る
こ
と
も
や
っ
て
い
た
。

朝
食

年
男
が
作
る
。
若
水
で
雑
煮
を
つ
く
る
。

一
般
に
は
、
ゴ
ボ
ゥ
、

ニ
ン
ジ
ン
、
里
い
も
を
入
れ
た
も
の
で
、
ィ
モ
雑
煮
と
い
う
こ
と
ば
も
あ
る
。
県
内
に
は
餅
を 

食
べ
な
い
で
ソ
バ
に
す
る
ソ
バ
家
例
や
、
ゥ
ド
ン
の
家
な
ど
も
あ
っ
た
。

供
え
も
の

松
飾
り
を
し
た
所
に
、
年
男
が
供
え
も
の
を
し
て
ま
わ
る
。
吾
妻
郡
西
部
な
ど
で
は
門
松
な
ど
外
の
神
に
ヮ
ラ
ヮ
ン
を
つ
け
て
お
い
て
、

こ
こ
へ
供
え
る
例
も
あ 

る
が
、

一
般
に
は
杭
の
上
に
の
せ
た
り
し
た
。
家
の
中
の
神
仏
に
は
神
の
鉢
で
上
げ
る
が
、
吾
妻
郡
で
は
白
木
の
メ
ン
パ
で
上
げ
る
家
が
多
か
っ
た
。
上
げ
た
も
の 

は
下
げ
ず
に
上
に
重
ね
て
お
く
。

年
始
ま
わ
り

昔
は
、
村
中
全
部
の
家
を
ま
わ
っ
た
も
の
だ
が
、
近
年
は
一
か
所(

氏
神
と
か
公
民
館)

へ
集
ま
っ
て
新
年
会
を
す
る
。
こ
の
時
、
村
の
申
し
合
わ
せ
を
す
る
例



も
あ
る
。

山
入
り

初
山
入
り
は
地
域
に
よ
っ
て
日
が
異
な
る
が
、
利
根
郡
や
吾
妻
郡
で
は
二
日
に
ボ
ク(

マ
ユ
ダ
マ
木)

や
ハ
ナ
木
を
切
り
に
山
へ
行
く
。
オ
サ
ゴ
、
頭
つ
き
、
塩 

切
り
餅
を
持
参
し
、
十

二

様(

山
の
神)

に
供
え
て
か
ら
切
っ
て
来
る
。
多
野
郡
で
は
家
中
の
男
衆
が
山
へ
行
っ
て
ッ
ク
リ
モ
ノ
の
木(

主
と
し
て
ヌ
ル
デ)

を
切 

っ
て
来
て
、
家
の
よ
く
見
え
る
場
所
に
立
て
て
、
男
手
の
多
い
こ
と
を
示
し
た
と
い
う
。

「
切
る
」
と
い
わ
ず
「
ハ
ヤ
ス
」
と
い
う
所
も
あ
る
。
ま
た
「
若
木
迎
え
」
 

と
い
う
名
称
も
あ
る
。

卜□
□

汁

三
ヶ
日
の
う
ち
に
、
山
芋
で
ト
ロ 
P

汁
を
つ
く
っ
て
食
べ
る
。
中

気
(

中
風)

に
な
ら
な
い
と
い
う
。
正
月
に
里
い
も
を
雑
煮
に
入
れ
る
こ
と
や
、
歳
神
へ
の
供 

え
も
の
に
ィ
モ
串(

ィ
モ
田
楽)

を
供
え
る
こ
と
と
も
関
連
が
あ
ろ
う
。

オ
タ
ナ
サ
ガ
シ

四
日
朝
、
三
ヶ
日
の
間
、
歳
神
様
に
上
げ
た
供
え
も
の
を
下
げ
て
、
こ
れ
を
オ
ジ
ヤ(

雑
炊)

に
し
て
食
べ
る
。
お
寺
さ..
ん
の
来
な
い
う
ち
に
や
れ
と
い
う
。
寺
の
年
始 

は
こ
の
日
で
、
壇
家
を
ま
わ
り
「
年
頭
」
を
置
い
て
行
く
。

嫁
の
年
始

四
日
が
「
嫁®

の
年
始
日
」
で
、

マ

ス(

桝)

の
下
と
よ
ぶ
大
き
な
板
餅
三
枚
を
持
っ
て
実
家
へ
年
始
に
行
き
泊
っ
て
来
る
。

六
日
年

六
日
夜
が
年
取
り,
で
、
年
始
に
出
か
け
た
嫁
も
帰
っ
て
来
て
年
取
り
を
一
緒
に
す
る
も
の
と
い
う
。

六
日
爪
と
い
っ
て
、
こ
の
日
、
正
月
に
な
っ
て
初
め
て
「
爪
切
り
」
を
す
る
と
い
い
、
ま
た.
マ
ユ
ダ
マ
木
の
小
枝
を
切
っ
て
マ
ユ
ダ
マ
を
さ
せ
る
よ
う
に
作
る
こ 

と
も
す
る
。
こ
の
日
に
「
山
入
り
」
を
す
る
所
も
多
い
。



七

草

七
日
朝 

七
草
の
入
っ
た
粥
を
つ
く
っ
て
食
べ
る
。
七
草
と
い
っ
て
も
七
種
で
な
く
も
よ
く
、
ナ
ズ
ナ
を
ナ
ナ
ク
サ
と
よ
ん
で
、
こ
れ
一
種
が
入
っ
て
い
れ
ば
よ 

い
と
い
う
所
も
あ
り
「
一
夜
ゼ
リ
」
を
き
ら
う
の
で
、
二
日
頃
と
っ
て
来
て
、
歳
神
様
の
前
に
他
の
オ
カ
ザ
リ
と
一
緒
に
吊
る
し
て
お
い
て
、
六
日
夜
に
「
七
草
の 

歌

」
を
唱
え
な
が
ら
用
意
し
た
り
し
て
い
る
。
七
草
が
す
む
と
お
松
外
し
を
す
る
所
も
多
い
。

八
日
ダ
メ

八
日
に
便
所
の
汲
み
と
り
を
す
る
こ
と
で
、
ど
ん
な
に
少
し
で
も
こ

の

日

に

る

も
の
と
い
う
。

三

小

正

月

鍬
立
て

カ
ダ
テ
、
サ
ク
タ
テ
な
ど
と
い
い
、
十
一
日
朝
、
正
月
の
松
に
小
さ
い
シ
メ
を
つ
け
た
も
の
を
田
に
立
て
、
オ

サ
ゴ(

米)

や
ゴ
マ
メ 
(

魚)

、
餅
ひ
と
重
ね
を 

供
え
、
鍬
で
サ
ク(

ゥ
ネ)

を
三
サ
ク(

条)

切
る
。
長
さ
は
三
尺
と
も
六
尺
と
も
い
う
。
弁
当
を
用
意
し
て
食
べ 

て
来
る
例
も
あ
る
が
、
米
は
一
升
ほ
ど
供
え
て 

持
ち
帰
り
、
十
五
日
粥
に
使
う
家
も
あ
る
。

倉
び
ら
き
は
一
般
の
農
家
で
は
こ
と
ば
だ
け
で
ど
こ
の
家
で
も
や
る
も
の
で
は
な
い
。

モ
ノ
ヅ
ク
リ

十
二
日
と
い
う
地
域
も
あ
る
が
、
十
三
日
、
十
四
日
と
い
う
所
も
あ
る
。
山
入
り
で
切
っ
て
来
た
ハ 

ナ
木
や
ヌ
ル
デ
で
、
各
種
の 

ハ
ナ
、
カ
ユ
カ
キ
棒
、
農
道
具
、
 

ア
ヮ
ボ
、

ヒH

ボ
、
タ
ヮ
ラ
や
、
道
祖
神
木
像
、
カ
タ
ナ
な
ど
、
地
域
の
特
色
を
も
っ
た
つ
く
り
も
の
を
作
る
。
し
た
が
っ
て
材
料
の
木
や
、

つ
く
り
も
の
の
種
類 

に
も
か
な
り
の
変
化
が
あ
る
。



作
る
場
所
は
、
縁
側
で
あ
っ
た
り
、
イ
ロ
リ
端
で
あ
っ
た
り
し
て
一
定
し
て
い
な
い
の
は
、
四
冊
の
報
告
書
に
記
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
か
っ
て
は
ハ
ナ
な
ど
を 

持
っ
て
近
在
の
村
々
へ
行
商
に
ま
わ
っ
た
例
も
あ
り
、

い
く
つ
か
の
市
に
売
り
に
出
た
報
告
も
し
た
が
、
十
一
日
の
中
之
条
の
ボ
ク
市
、
十
二
日
の
渋
川
の
市
は
現 

在
で
も
続
い
て
い
る
。
昭
和
三
十
年
頃
ま
で
は
富
岡
市
ー
ノ
宮
、
七
日
市
、
富
岡
と
三
日
間
ボ
ク
市
が
あ
っ
た
こ
と
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
。

マ
ユ
ダ
マ

西
上
州
で
は
マ
ユ
ダ
マ
を
ま
る
め
て
作
る
の
は
十
二
日
夜
で
、
こ
れ
を
マ
ル
メ
年
と
い
う
。
形
は
丸
い
も
の
や
マ
ユ
形
の
も
の
が
中
心
で
、
大
き
い
も
の
を
十
六 

個
(.
十
六
マ
イ
ダ
マ)

、
十

二

個(

お
天
道
さ
ん)

な
ど
も
あ
る
。
十
三
日
に
ゆ
で
た
り
し
て(

ふ
か
す
こ
と
も
多
い)

山
入
り
に
切
っ
て
来
た
マ
ユ
ダ
マ
木(

ボ 

ク)

に
さ
し
て
飾
り
立
て
る
。

「
カ
シ
金
が
増
え
る
よ
う
に
」
と
い
う
の
で
カ
シ(

樫)

の
枝
に
さ
す
こ
と
も
あ
る
。
十
六
マ
イ
ダ
マ
は
蚕
神
に
上
げ
る
の
で
桑
株 

に
さ
し
た
り
す
る
。

マ
ユ
ダ
マ
作
り
は
十
迎
日
の
ド
ン
ド
ン
焼
き
の
時
間
で
日
が
違
う
と
も
い
え
る
も
の
で
、
十
四
日
早
朝
に
ド
ン
ド
ン
焼
き
を
す
る
地
域
で
は
十
三
日
に
飾
っ
て
お 

か
ね
ば
な
ら
ず
、
夕
方
か
ら
夜
に
や
る
所
で
は
十
四
日
に
な
っ
て
飾
り
つ
け
て
も
間
に
合
う
わ
け
で
、
オ
カ
ザ
リ
カ
エ
の
日
が
十
三
日
、
十
四
日
と
い
う
の
も
同
じ 

理
由
か
ら
で
あ
る
。

若

餅

マ 

ユ 

玉
を
ふ
か
し
て
飾
る
時
、
餅
つ
き
を
す
る
。
お
供
え
餅
を
つ
く
り
、
の
し
餅
に
し
た
り
す
る
。
小
さ
く
切
っ
て
マ 

ユ
ダ
マ
の
よ
う
に
木
の
枝
に
さ
し
た
り
す 

る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
を
桑
の
葉
と
い
う
の
は
新
治
村
な
ど
で
あ
り
、
カ
シ
の
枝
に
さ
し
て
カ
シ
餅
と
い
う
の
は
妙
義
町
、
カ
ゴ
木
に
さ
す
の
は
赤
城
南
麓
か
ら
東 

上
州
に
か
け
て
見
ら
れ
る
。

カ
ザ
リ
カ
エ

松
飾
り
な
ど
を
外
し
て
、

ハ
ナ
や
マ
ユ
ダ
マ
を
飾
る
こ
と
を
オ
カ
ザ
リ
カ
ヱ
と
い
い
、
十
三
日
又
は
十
四
日
に
す
る
〇
吾
妻
郡
や
利
根
郡
な
ど
で
は
十
四
日
夕
方 

ま
で
に
間
に
合
え
ば
い
い
と
い
う
の
で
、

モ
ノ
ヅ
ク
リ
も
こ
の
日
に
す
る
こ
と
が
多
い
。



成
り
木
責
め

マ
ユ
ダ
マ
の
ゆ
で
汁
を
容
器
に
入
れ
、
二
人
で
ナ
リn

ダ

マ
の
木(

柿
な
ど
実
の
な
る
木)

の
下 

で
、

一
人
が
鉈
を
振
り
上
げ
て
「
成
る
か
成
ら
ぬ
か
、
成
ら
ぬ
と
打
つ
切
る
ぞ
」
と
唱
え
る
と
、
も 

ぅ
一
人
が
「
成
り
ま
す 

成
り
ま
す
」
と
答
え
、
ゆ
で
汁
を
木
の
幹
や
根
元
に
か
け
る
。
少
し
切
り 

つ
け
て
切
口
に
か
け
る
こ
と
も
あ
る
。

セ
ッ
チ
ン
ビ
ナ

正
月
に
便
所
神
の
松
飾
り
を
し
て
供
え
も
の
を
す
る
が
、
小
正
月
に
は
マ
ユ
ダ
マ
を
供
え
る
。
片
品
村
、
利
根
村
、
月
夜
野
町
、
新
治
村
な
ど
で
は
、
十
四
日
夜
、
 

セ
ッ
チ
ン
ビ
ナ
と
か
、

セ
ッ
チ
ン
ョ
メ
ゴ
な
ど
と
よ
ば
れ
る
人
形
を
作
っ
て
祀
っ
て
来
た
。
古
く
は
ト
ゥ
モ
ロ n

シ
の
皮
で
作
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
近
年
は
半
紙 

で
男
女
二
体
を
作
り
、
十
四
日
夜
に
祀
り
、
そ
の
ま
ま
と
す
る
の
で
、
家
に
よ
っ
て
は
何
組
も
残
さ
れ
て
い
る
。
六
合
村
な
ど
で
は
初
絵
売
り
が
持
っ
て
来
た
絵
姿 

を
便
所
に
貼
っ
て
お
い
た
。

十
四
日
年

年
と
り
は
十
四
日
夜
、
米
の
飯
に
塩
鮭
と
い
う
が
、
オ
シ
ラ
マ
チ
と
い
う
こ
と
も
い
わ
れ
て
、
蚕
神
に
供
え
る
と
い
う
の
で
ソ
バ
を
つ
く
る
。

「
マ
ブ
シ(

蔟) 

の
吊
り
縄
」
と
い
わ
れ
、
オ
シ
ラ
様
が
祀
ら
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
床
の
間
な
ど
の
マ
ユ
ダ
マ
を
飾
っ
た
所
へ
重
箱
で
供
え
ら
れ
た
り
す
る
。

ド
ン
ド
ン
ヤ
キ

西
上
州
な
ど
で
は
十
四
日
朝
、
吾
妻
郡
な
ど
で
は
夕
方
か
ら
夜
に
行
わ
れ
る
。
松
飾
り
な
ど
を
集
め
て
や
る
所
も
あ
る
が
、
山
か
ら
竹
や
木
を
切
っ
て
来
て
小
屋 

を
作
っ
て
燃
や
す
な
ど
、

い
ろ
い
ろ
の
や
り
方
が
あ
り
、
子
ど
も
た
ち
が
活
や
く
し
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。
七
草
が
す
ん
で
松
飾
り
を
外
す
と(

十
四
日
朝
の 

と
こ
ろ
も
あ
る)

子
ど
も
た
ち
は
お
松
集
め
を
し
て
小
屋
を
作
る
。
こ
う
し
た
所
で
は
、
年
長
者
を
親
方
と
し
て
子
ど
も
組
が
活
や
く
し
た
。

ド
ン
ド
ン
ヤ
キ
で
は
、
松
飾
り
や
お
札
な
ど
を
燃
や
し
、

マ
ユ
ダ
マ 

や
餅
を
焼
い
て
食
べ 

る
。
歳
神
さ
ま
に
供
え
た
ィ
ヵ(

ス
ル
メ) 

を
焼
い
て
食
べ 

る
こ
と
も

小止月の門松14日朝門松を外して 
ハナと松の小枝、竹の枝にとりかえる。

吾妻郡吾妻町本宿字丑ヶ渕



一
 

般
的
で
あ
る
。
厄
年
の
人
々
は
こ
の
場
で
厄
お
と
し
を
し
て
い
る
。
西
上
州
で
は
カ
タ
ナ(

木
刀) 

を
火
の
中
へ
さ
し
こ
ん
で
焼
き
焦
が
し
て
か
ら
持
ち
帰
り
、
戸
口
に
掲
げ
て
魔
除
け
と
し
た
。
吾
妻 

郡
で
は
長
野
原
町
、
吾
妻
町
、
中
之
条
町
な
ど
で
は
、
道
祖
神
木
像
を
焼
い
て
い
る
。
松
の
燃
ぇ
く 

じ
は
持
ち
帰
っ
て
屋
根
に
上
げ
て
火
伏
せ
と
し
た
。
吾
妻
町
岩
下
で
は
こ
の
時
キ
ジ
車
の
背
に
結
び 

つ
け
て
家
へ
運
ん
だ
と
い
ぅ
。

オ
ミ
タ
マ
サ
マ

十
四
日
夜
、
夕
食
と
は
別
に
、
少
量
の
飯
を
炊
き
、
小
さ
い
に
ぎ
り
飯
十
二
個
に
し
て
重
箱
に
入 

れ
、

ハ
ラ
ミ
箸
を
一
本
ず
つ
立
て
て
仏
壇
に
供
ぇ
る
。
箸
は
ゥ
ッ
ギ
の
枝
の
場
合
が
あ
っ
た
り
、
数

が
ち
が
ぅ
な
ど
も
み
ら
れ
、
オ
ニ
ダ
マ
と
か
マ
ル 

ビ
と
い
ぅ
こ
と
も
あ
る
が
、
小
正
月
に
訪
れ
る
神 

と
し
て
先
祖
さ
ま
が
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示 

し
て
い
る
。
歳
神
棚
の
一
方
に
オ
ミ
タ
マ
サ
マ
を 

祀
る
例
は
赤
城
南
麓
の
村
々
な
ど
、に
広
く
見
ら
れ 

る
こ
と
で
あ
る
〇

悪
魔
払
い

吾
妻
町
坂
上
地
区
、
安
中
市
下
秋
間
、
藤
岡
市
金
井
な
ど
で
は
、
十
四
日
夕
食
後
、
子
ど
も
た
ち
が
村
中
の
家 

々
を
悪
魔
払
い
を
し
て
ま
わ
り
、
祝
儀
を
も
ら
ぅ
。
子
ど
も
組
と
し
て
や
る
も
の
で
あ
る
が
、
吾
妻
町
道
泉
谷
戸 

で
は
、
村
の
行
事
と
し
て
獅
子
舞
が
家
々
を
ま
わ
る
〇
安
中
市
新
寺
の
子
ど
も
組
に
ょ
る
鳥
追.
い
に
は
、
手
作
り 

の
獅
子
や
神
さ
ま
が
加
わ
っ
て
お
祓
い
を
し
て
ま
わ
る
。 道祖神に供える

多野郡上野村乙父

道祖神に供えられたハナ 

吾妻郡六合村入山



水
祝
い

松
井
田
町
入
山
、
上
野
村
白
井
、
万
場
町
小
平
な
ど
で
は
、
十
四
日
夜
、
若
者
組
が
、

ヌ
ル
デ
の
木
で
男
根 

形
の
作
り
物
を
作
っ
て(

入
山
で
は
イ
ジ
メ
と
同
じ
類
の
か
ご
も
作
っ
た)

新
婚
の
家
へ
押
し
か
け
、
無
理
や 

り
花
嫁
に
抱
か
せ
て
子
孫
繁
栄
を
祈
願
す
る
行
事
が
あ
っ
た
。
(

イ
ジ
メ
と
は
赤
ん
坊
を
入
れ
て
子
守
り
を
す 

る
道
具
の
名
称
で
あ
る)

鳥
追
い

十
四
日
夜
、

い
ろ
い
ろ
な
行
事
の
し
め
く
り
の
よ
う
に
鳥
追
い
が
あ
る
。
昔
は
か
な
り
広
く
行
わ
れ
て
い
た 

と
み
ら
れ
る
が
、
現
在
で
は
吾
妻
郡
内
の
六
合
村
、
長
野
原
町
、
吾
妻
町
、
中
之
条
町
、
前
橋
市
総
社
地
区
の 

一
部
、
安
中
市
の
宮
本
、
新
寺
、
馬
場
、
原
市
地
区
、
松
井
田
町
人
見
地
区
な
ど
で
み
ら
れ
る
。
総
社
地
区
や 

新
寺
な
ど
は
子
ど
も
組
の
行
事
と
な
っ
て
い
る
が
、
他
は
村
中
が
参
加
し
て
、
鉦
や
太
鼓
を
鳴
ら
し
「
鳥
追
い 

の
歌
」
を
歌
い
な
が
ら
、
村
の
上
か
ら
下
ま
で
農
作
に
害
を
な
す
鳥
や
獣
、
さ
ら
に
は
疫
病
や
災
難
ま
で
も
追 

い
払
う
と
い
う
行
事
で
素
朴
な
も
の
で
あ
る
。
中
之
条
町
中
之
条
や
伊
勢
町
で
は
太
鼓
を
多
数
並
べ
て
叩
い
て 

ま
わ
る
祭
り
に
な
っ
て
、
他
地
区
の
鳥
追
い
と
は
違
っ
て
い
る
。
ま
た
安
中
市
原
市
の
も
の
は
鳥
追
い
祭
と
名 

づ
け
ら
れ
、

数
台
の
山
車
を
出
し
た
冬
祭
り
に
な
り
、
鳥
追
い
歌
は
な
い
。

群
馬
郡
榛
名
町
里
見
、
倉
渕
村
三
ノ
倉
、
富
岡
市
ー
ノ
宮
な
ど
の
道
祖
神
祭
り
は
鳥
追
い
祭
り
と
つ
な
が
る 

も
の
と
み
ら
れ
る
。

お
筒
粥

濡
恋
村
鎌
原
で
は
、
十
四
日
夜
、
氏
子
総
代
が
鎌
原
神
社
の
社
務
所
に
集
ま
り
、
神
社
に
供
ぇ
ら
れ
た
米
を 

鍋
に
入
れ
、
昼
間
の
う
ち
に
用
意
し
た
オ
ッ
ッ(

m

シ
の
茎
を
節
の
な
い
部
分
を
切
り
揃
ぇ
た
も
の
を
二
十
六 

本
、

ス
ダ
レ
状
に
編
ん
で
巻
い
た
も
の
に
三
又
の
支
柱
を
つ
け
た
も
の)

を
そ
の
中
に
さ
し
こ
み
、
イ
ロ
リ
で

安中市鷺宮宮本
オンマラ様
14日夕、祀られた時にオンマラ様の向いた方 

角の家に子宝が授かるという。
多野郡中里村神ヶ原間物



炊
く
。
炊
き
上
が
る
と
鍋
の
蓋
の
上
に
の
せ
て
拝
殿
に
持
参
し
、
供
え
て
参
拝
し
て
か
ら
社
務
所
に
持
ち
帰
り
、
作
法
に
し
た
が
っ
て
小
刀
で
順
次
割
り
、
中
に
入 

っ
た
米
粒
や
オ
ネ
バ
の
量
で
作
物
の
豊
凶
を
占
ぅ
。
作
柄
の
判
定
は
合
議
で
き
ま
り
、
結
果
は
記
録
さ
れ
て
村
中
に
配
ら
れ
、
作
付
け
の
め
や
す
と
さ
れ
て
来
た
。 

粥
は
参
加
し
た
人
た
ち
が
食
べ
た
り
、
村
人
が
容
器
を
持
っ
て
も
ら
い
に
来
た
が
、
こ
れ
を
食
べ
る
と
ヵ
ゼ
を
ひ
か
な
い
と
い
ぅ
。

甘
楽
町
稲
含
神
社
で
は
六
日
に
、
篠
竹
の
筒
を
使
っ
て
行
わ
れ
、
十
四
日
夜
か
ら
十
五
日
朝
に
か
け
て
は
貫
前
神
社
、
赤
城
神
社
、
榛
名
神
社
な
ど
で
も
神
事
と 

し
て
「
御
筒
粥
」
が
行
わ
れ
て
い
る
。

ア
ワ
ボ
、
ヒ
エ
ボ

:

つ
く
り
も
〇
と
し
て
ア
ワ
ボ
、

ヒ
ヱ
ボ
が
堆
肥
場
に
飾
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
行
事
と
し
て
行
わ
れ
た
伝
承
も
あ
る
。
六
合
村
、
子
持
村
、
渋
川
市
な
ど
で
の
聞 

き
と
り
で
は
、
十
四
日
深
夜
、
家
族
の
寝
静
ま
っ
た
頃
、
主
人
夫
婦
が
裸
に
な
っ
て
ィ
ロ
リ
の
ま
わ
り
を
は
い
ま
わ
り
、
主
人
が
股
間
を
叩
き
な
が
ら
「
ア
ワ
ボ
ヒ 

ェ
ボ
こ
の
と
お
り
」
と
唱
え
る
と
、
主
婦
も
股
間
を
叩
き
な
が
ら
「
こ
ん
な
か
ま
す(

呎)

に
十
か
ま
す
」
と
答

え
て
ま
わ
る
。
こ
れ
が
ア
ワ
ボ
、

ヒ
エ
ボ
の
裸
ま
わ
り
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
公
開
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら

幻
の
行
事
と
い
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

十
五
日
粥

十
五
日
朝
、
小
豆
粥
を
炊
き
、
炊
き
上
が
る
と
カ
ユ
カ
キ
棒
で
か
き
ま
わ
す
。
こ
の
時
に
唱
え
言
を
唱
え
た
が
、
一
 

現
在
で
は
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。
カ
ユ
カ
キ
棒
の
先
の
割
れ
め
に
マ 

ユ
ダ
マ
を
さ
し
こ
み(

餅
の
場
合
も
あ
る) 

落
ち
た
マ
ユ
ダ
マ
が
茶
わ
ん
に
入
っ
た
人
が
田
植
え
の
時
の 

ハ
ナ
ド
リ(

馬
の
口
取
り)

を
す
る
こ
と
に
き
ま
る 

と
か
、
あ
た
り
年
だ
と
い
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
取
り
上
げ
た
カ
ユ
カ
キ
棒
の
割
れ
目
に
米
粒
が
た 

く
さ
ん
入
る
と
「
豊
作
」
。
粥
に
水
分
が
多
く
て
ゆ
る
い
時
は
「
田
植
え
の
時
水
の
心
配
は
な
い
」
と

い

っ

て

喜

：
,  

ん
だ
り
す
る
。
「
粥
占
」
で
あ
る
。

小
豆
粥
を
食
べ
る
時
は
ハ
ラ
ミ
箸
を
使
ぅ
。
熱
く
て
も
吹
い
て
食
べ
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
る
。
田
植
え
の
日
に 

風
が
吹
く
か
ら
と
い
わ
れ
る
。
食
べ
終
る
と
箸
を
わ
ら
で
十
文
字
に
し
ば
っ
て
屋
根
裏
に
さ
し
た
の
は
利
根
郡
の 

例
で
、
多
野
郡
で
は
と
っ
て
お
い
て
争
い
ご
と
や
出
征
兵
士
の
食
事
の
時
使
わ
せ
る
と
勝
つ
と
い
わ
れ
た
。
ヌ
ル

ハラミ箸

この家では、14日の昼にハラミ箸で、ソバ 
を食べる家例になっている。

吾妻郡吾妻町本宿丑ケ渕



デ
と
い
う
文
字
は
「
勝
木
」
(

概)

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

夜
な
べ
仕
事

十
五
日
夜
「
夜
な
べ
仕
事
」
と
い
っ
て
、
縄
な
い
を
す
る
例
も
あ
る
。

ハ
ヨ
ゥ
ナ
ヮ
は
馬
耕
の
時
の
犁
や
マ
ン
ガ(

馬
鍬)

を
ひ
く
縄
、
そ
れ
に
草
刈
り
用
の
縄 

を
な
っ
て
、
土
間
の
柱
に
吊
る
し
た
。

マ
ユ
ネ
リ

十
六
日
朝
、
適
当
に
マ
ユ
ダ
マ
を
抜
き
と
っ
て
、
味
つ
け
せ
ず
に
水
煮
し
て
、
仏
様
に
供
え
、
家
族
で
食
べ
る
。
こ
れ
を
西
上
州
で
は
マ
ユ
ネ
リ
と
い
う
と
こ
ろ 

が
あ
る
。

マ
ユ
ダ
マ
を
繭
と
み
た
て
、
こ
れ
を
煮
る(

煮
繭)

こ
と
で
、
繰
糸
の
た
め
の
糸
口
を
よ
く
出
す
と
い
い
、

シ
ョ
ゥ
ユ
を
か
け
て
食
べ
る
と
汚
れ
繭
が
出 

る
か
ら
い
け
な
い
と
い
っ
て
、
ゆ
で
汁
と
一
緒
に
食
べ
る
。
(

砂
糖
を
か
け
て
食
べ
る
こ
と
は
白
く
上
が
る
と
い
う
の
で
認
め
ら
れ
て
き
た)

馬
屋
肥
出
し

十

六

日(

家
に
よ
っ
て
は
申
の
日)

、
馬
屋
の
肥
を
出
す
。

一
般
に
暮
に
や
っ
て
あ
る
の
で
量
は
多
く
な
い
が
、
ど
ん
な
少
し
で
も
出
す
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の 

日
利
根
郡
や
勢
多
郡
の
一
部
で
、

セ
ン
ビ
キ
ガ
ユ(

千
匹
粥)

を
行
う
。
稲
わ
ら
で
ッ
ト
ッ
コ
を
作
り
、
こ
の
中
へ
稗
な
ど
を
煮
た
も
の
を
入
れ
、
家
の
近
く
の
三 

本
辻
に
送
り
出
す
も
の
で
、
馬
の
餌
と
い
わ
れ
る
。
新
治
村
羽
場
で
は
、
主
人
の
茶
腕
に
飯
を
盛
り
、
膳
立
て
し
て
馬
小
屋(

内
馬
屋)

の
前
に
供
え
た
。

か
か
し

赤
城
村
や
月
夜
野
町
で
は
、
十
六
日
に
、
ヵ
ヵ
シ̂e

っ
て
立
て
た
と
い
う
が
、
他
に
あ
ま
り
事
例
が
な
く
、
意
味
づ
け
は
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。

十

八

ゲ

エ(

十
八
日
粥)

十
五
日
の
小
豆
粥
を
残
し
て
お
い
て
、
こ
の
日
に
炊
い
て
食
べ
る
。
こ
れ
を
十
八
ゲ
エ
と
よ
ぶ
。



初
観
音

十
八
日
は
初
観
音
で
、
馬
の
い
た
時
代
に
は
、
馬
を
飾
り
た
て
て
近
く
の
馬
頭
観
音
堂(

他
の
観
音
で
も
よ
い)

に
参
拝
し
た
。
県
内
に
は
い
く
つ
か
の
有
名
な 

馬
頭
観
音
で
終
日
に
ぎ
わ
っ
た
。

馬
の
健
康
は
、
そ
の
家
の
浮
沈
に
直
接
か
か
わ
る
大
事
な
こ
と
だ
っ
た
。

マ
ユ
カ
キ

マ
ユ
ダ
マ
飾
り
は
、
十
六
日
か
ら
か
き
と
る
こ
と
が
始
ま
る
。
繭
を
か
き
と
る
こ
と
と
結
び 

つ
け
て
マ
ユ
ヵ
キ
と
よ
び
、

一
斗
桝
な
ど
に
入
れ
て
豊
蚕
の
縁
起
と 

し
：た
。

「
二
十
日
の
風
に
合
わ
せ
る
な
」
と
い
っ
て
、
二
十
日
よ
り
前
に
す
ま
せ
た
が
、
こ
れ
は
農
作
物
の
収
穫
を
確
保
す
る
た
め
、
二
百
二
十
日
の
大
風
に
や
ら 

れ
な
い
よ
ぅ
に
と
い
ぅ
こ
と
で
あ
る
。

正
月
棚
も
二
十
日
ま
で
に
は
取
り
外
し
て
片
ず
け
る
。
横
材
を
割
っ
て
作
っ
た
歳
神
棚
は
、
氏
神
の
境
内
へ
納
め
た
り
す
る
が
、
利
根
郡
な
ど
で
は
屋
根
の
上
に 

投
げ
上
げ
る
例
も
み
ら
れ
る
。

四
ー
ー
十
日
正
月

エ
ビ
ス
講

正
月
に
行
うH

ビ
ス
講
は
「
朝
ヱ
ビ
ス
」
が
多
く
、

ヱ
ビ
ス.

大
黒
様
は
「
二
十
日
朝
に
稼
ぎ
に
出
か
け
る
」
 

か
ら
や
る
と
い
わ
れ
、
秋
の
ヱ
ビ
ス
講
よ
り
質
素
に
す
る
も
の
と
い
わ
れ
、

マ
ユ
ダ
マ
の
雑
煮
を
供
え
る
こ
と
や
、
 

お
膳
の
上
に
供
え
る
財
布
の
中
身
も
少
く
す
る
の
は
、

「
稼
ぎ
に
出
る
に
は
路
銀
の
他
に
余
分
な
金
を
持
た
せ
な 

い
」
(

た
く
さ
ん
あ,
る
と
遊
ん
で
し
ま
う
か
ら
と
い
う
意
味)

と
い
わ
れ
る
。
前
橋
市
近
在
の
農
家
で
は
、
九
日 

の
初
市
で
フ
ナ
を
二
尾
買
っ
て
来
て
、
小
正
月
の
供
え
も
の(

正
月
様
へ
吊
る
し
て
上
げ
る)

と
し
た
あ
と
、

エ 

ビ
ス
講
に
は
コ
ブ
卷
に
し
て
供
え
る
。
鮒
は
蚕
の
フ
ナ
休
み(

三
眠)

に
通
じ
る
の
で
マ
ユ
ダ
マ
飾
り
と
一
緒
に

ヱビス様の上に「七福神」と書かれた福俵 

が供えられている。
多野郡万場町栃本



飾
ら
れ
、

ヱ
ビ
ス.

大
黒
と
い
う
百
姓
の
神
さ
ま
に
供
え
て
一
そ
う
の
豊
蚕
を
祈
る
わ
け
で
あ
る
。
館
林
市
周
辺
で
は
生
き
た
フ
ナ
を
ど
ん
ぶ
り
な
ど
に
入
れ
て
供 

え
、
翌
朝
、
主
人
が
川
へ
放
し
た
り
、
井
戸
に
放
し
た
り
す
る
。
こ
れ
は
豊
漁
祈
願
の
意
味
も
あ
る
。

二
十
日
ヤ
キ

二
十
日
夜
、
小
正
月
に
使
っ
た
飾
り
も
の
な
ど
を
集
め
て
、
ド
ン
ド
ン
ヤ
キ
と
同
じ
こ
と
を
す
る
こ
と
が
吾
妻
町
な
ど
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
子
ど
も
組
が
中
心
に 

な
る
が
、
厄
お
と
し
は
し
な
い
。

五 

シ
マ
ィ
正
月

初
不
動

シ
マ
ィ
正
月
と
い
う
が
特
別
な
こ
と
を
す
る
例
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
初
不
動
の
縁
日
と
い
う
の
で
、
赤
飯
を
ふ
か
し
た
り
、
近
く
の
不
動
さ
ん
へ
お
参
り 

に
行
く
こ
と
も
あ
る
が
、

一
般
に
は
仕
事
を
す
る
日
で
あ
り
、

こ
れ
で
正
月
が
終
わ
り
と
い
う
め
や
す
の
日
で
あ
っ
た
。



二
、
群
馬
の
小
正
月
つ
く
り
も
の

一
 

年
中
行
事
記
に
み
る
つ
く
り
も
の

小
正
月
つ
く
り
も
の
に
関
す
る
古
記
録
、
図
会
の
類
は
、
こ
れ
ま
で
発
見
さ
れ
て
い
な
い
が
、
年
中
行
事
記
は
い
く
つ
か
報
告
さ
れ
て
い
る
。

閭
里
歳
時
記(

川
野
辺
寛
著
、
安
永
九
年)

に
は
正
月
七
日
の
項
に
高
崎
城
下
の
こ
と
と
し
て
、

「
新
町
初
市
あ
り(

中
略)

此
市
に
葭
を
箸
の
如
く
に
し
て
、
 

末
に
青
赤
等
の
染
紙
を
ー
ニ
寸
程
に
裁
て 

半
を
細
く
裁
裂
、
糊
に
て
彼
葭
の
末
に
卷
つ
け 

ひ
ら
ひ
ら
と
し
て
拾
本
ば
か
り
を
一
束
と
し
て
ひ
さ
ぐ 

里
俗
こ
れ 

を
花
と
名
づ
ぐ(

中
略)

家
々
是
を
買
っ
て 

門
松
を
去
し
あ
と
に
さ
し
は
さ
む
事
あ
り(

後
略)

」

こ
こ
で
は
「
花

」
と
い
う
も
の
が
門
松
の
あ
と
に
飾
ら
れ
る
と
あ
る
が
、
今
日
ま
で
他
に
例
を
見
な
い
も
の
で
、
小
正
月
の
も
の
で
は
な
い
。
十
四
日
に
、

「
今 

日
陸
英
を
糸
の
ご
と
く
け
づ
り
か
け
或
は
大
菊
の
花
形
に
し
て
門
戸
に
繫 

又
長
さ
六
七
尺
に
し
て
数
所
を
け
づ
り
か
け 

菊
花
を
串
に
さ
せ
る
ご
と
く
に
し
て 

神
棚
の
宅
中
に
か
く
是
を
け
づ
り
か
け
と
名
づ
く
。
(

中
略)

今
日
神
棚
及
宅
中
に
か
ざ
り
た
る
松
注
連
縄
を
去
た
る
あ
と
に 

ま

い

玉

と

て

擾

、
柳
の
枝
な
ど
へ
米
粉
の
だ
ん
ご
を
多
く
さ
し 

花
の
咲
る
ご
と
く
に
し 

て
さ
し
は
さ
む(

以
下
略)

」

十
五
日
に
は

「
(

前
略)

耕
作
を
つ
と
む
る
も
の
は
陸
英
を
一
尺
ば
か
り
に
き
り
て
末
を
二
つ
に
わ
り 

だ
ん
ご
を
さ
し
は
さ
み
今
朝
粥
の
熟
せ
る
時
彼
木
に
て
か
き
廻 

し
、
其
木
に
神
符
な
ど
を
は
さ
み
て 

己
が
田
地
に
も
ち
行
て
水n

に
立
置
も
の
あ
り(

後
略)

」

閭
里
歳
時
記
の
著
者
は
高
崎
藩
士
で
あ
り
、
記
録
の
内
容
は
城
下
町
高
崎
の
習
俗
で
あ
る
が
、

「
ニ
ヮ
ト
コ
の
木
を
糸
の
ご
と
く
け
ず
り
か
け
」
と
い
う
の
は
今 

日
の
ハ
ナ
、
ホ
ダ
レ
の
類
と
み
ら
れ
、

「
大
菊
の
花
形
」
は
、

「
ク
ル
マ
バ
ナ
」
の
系
統
、

「
長
さ
六
七
尺
に
し
て
数
所
を
け
づ
り
か
け
、
菊
花
を
串
に
さ
せ
る
ご 

と
く
」
に
し
た
ハ
ナ
は
「
十
六
バ
ナ
」
の
類
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
マ
ィ
ダ
マ
は
豊
蚕
の
予
祝
の
と
こ
ろ
の
よ
し
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
す
で
に
養
蚕
の
儀 

礼
と
し
て
の
マ
ユ
ダ
マ
が
定
着
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
ヵ
ユ
ヵ
キ
棒
も
作
ら
れ
、
十
五
日
粥
に
使
っ
た
後
に
水
田
の
水
口
に
立
て
る
こ
と
も
行
わ
れ



て
い
る
が
、

ハ
ラ
ミ
箸
に
つ
い
て
は
記
録
が
み
ら
れ
な
い
。

文
政
年
中
頃
に
書
か
れ
た
中
沢
家
年
中
祭
記
に
は
正
月
六
日
の
項
に

「
(

前
略)

此
日
山
入
と
し
テ
餅
弐
切
こ
ぶ
御
供
米
添
へ
テ
紙
春
枚
遣
し
、
升
-
一
入 

山
ノ
神
を
祭
ル(

後
略)

」

と
あ
っ
て
山
入
り
を
や
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
十
四
日
の
頃
に
は

「
朝 

花
を
か
く
、
持
畑
二
庭
木
之
木
無
之
候
ハ
、
十
二
日
市
二
求
べ
し
、
畑
-1

有
之
候
ハ
、
七
日
頃
伐
置
候
事
、
十
六
と
い
ふ
て
春
本
へ
拾
六
花
を
か
き
年
徳
神 

•
へ
上
ル

十
六
と
い
ふ
て
桑
の
木
根/

伐
取
り
来
り
是
へ
ま
ゆ
玉
を
さ
し 

座

鋪-1

つ
る
ス 

桑
者
蚕
之
能
あ
た
り
候
内
の
桑
を
十
三
日
晩-
一
伐
来
り
可
申
候

(

中
略)

花
木
之
元
ニ
テ
か
ゆ
か
き
廻
し 

株
弐
本
伐
先
ヲ
四
ッ
ニ
割 

是
江
ま
ゆ
玉
ヲ
は
さ
ミ
十
五
日
朝
之
か
ゆ
を
か
き
ま
わ
し 

年
徳
神
御
ミ
た
ま
其
外
神
々
江
上
ル
」 

文
面
か
ら
み
て
ハ
ナ
木
は

1

ー
ヮ
ト
コ
で
あ
る
こ
と(

畑
に
植
ぇ
て
あ
る)

、
な
い
場
合
は
十
二
日
の
市
で
買
い
求
め
る
こ
と
も
わ
か
る
。
十
六
バ
ナ
の
他
に
十
六 

マ 

ユ
ダ
マ
も
あ
り
、
こ
の
木
は
蚕
上
手
の
家
の
桑
性
を
も
ら
っ
て
来
る
こ
と
も
わ
か
る
。

「
小
林
家
年
中
行
事
」
は
、
藤
岡
市
中
大
塚
の
小
林
家
が
、
江
戸
時
代
以
来
伝
承
し
て
来
た
も
の
を
丹
念
に
書
き
留
め
た
も
の
を
、
大
正
十
年
頃
浄
書
し
た
も
の 

と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
に
ょ
る
と
六
日
に
は

『
山
入
卜
云
フ
テ
紙
二
米
少
 々

餅
ニ
タ
切
田
作
リ
ニ
ッ
ヲ
入
レ
行
小
半
紙-
一
載
テ
備 

小
半
紙
春
枚
ヲ
サ
キ
幣
二
擬
シ
山
神
ヲ
祭
ル 

而
シ
テ
籠
木
ヲ
伐
リ(

十 

五
日
繭
玉
ヲ
指
ス
柳
ノ
木
ナ
リ)

ヲ
代 

庭
ト
コ
ヲ
伐
り 

菜
七
種
ヲ
採
ル
』

山
入
り
の
作
法
が
ょ
く
わ
か
り
、
小
正
月
に
使
ぅ
ヵ
ゴ
木(

マ
ユ
ダ
マ
木)

と
、

ハ
ナ
木
、

つ
く
り
も
の
の
機
の
木
を
伐
っ
て
来
る
こ
と
も
示
し
て
い
る
。 

十
三
日
は
モ
ノ
ヅ
ク
リ
で

『
十
三
日 

花
搔
キ
ト
云
フ 

削
リ
掛
ヶ
ノ
花
ヲ
造
ル 

夜
ハ
繭
玉
を
搗
ル
』

十
四
日
に
は
未
明
に
子
供
ら
が
来
て
煤
竹
焼(

ド
ン
ド
ン
ヤ
キ)

を
し
た
が

『
(

前
略)

而
シ
テ
年
徳
神
御
霊
神
ノ
七
五
三
餓
松
備
物
大
餓
リ
ヲ
撤
シ 

十
六
卜
云
庭
ト
コ
ノ
削
リ
掛
十
六
節
ヲ
掛
ヶ
シ
花
ヲ
弐
本
紙
水
引
ニ
テ
祝
ヒ
備 

其
外 

ヲ
削
リ
農
具
ノ
形
ヲ
造
リ
備
へ
ル

又
年
神
ノ
棚
松
弐
本
ヲ
合
セ
十
六
卜
云
フ
繭
形
チ
ノ
大
ナ
ル
繭
玉
十
六
卜
若
餅
二
搗
キ
タ
ル
備
餅
形
ノ
小
ナ
ル
ヲ
交
へ
挿
シ 

又
梅
ノ
枝-1

繭
玉
卜
云
フ
団
子
ヲ 

挿
シ
備
フ
ル



神
棚
仏
檀
建
物
ロ
々
等-
ー
ハ
擾
ノ
枝H

挿
シ
備
へ
座
敷
ノ
餓
ハ
柳
ノ
加
護
木H

繭
玉
ヲ
挿
シ
中
縁
上
リ
ロ 
ノ
大
柱H

樫
枝
ヲ
結
ビ
附
ケ
繭
玉
ヲ
挿
ス

(

中
略)

削
リ
掛
ケ
ノ
花
ヲ
神
々
社
々
仏
堂
墓
所
等4

配
備
粟
穂
稗
穂
卜
云
フ
削
リ
掛
ケ
ヲ
肥
場
二
立
テ
ル
』

大
正
月
の
松
飾
り
や
供
え
も
の
を
外
し
て
、
小
正
月
の
供
え
も
の
を
上
げ
る
オ
カ
ザ
リ
カ
ヱ
の
様
子
が
よ
く
わ
か
る
が
、

「
栲
ヲ
削
り
農
具
ノ
形
ヲ
造
ル
」
と
い 

う
の
は
「
搬
(

オ
ツ
カ
ド
と
よ
ぶ)

」
で
作
ら
れ
る
農
具
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
の
こ
と
で
、
西
上
州
を
中
心
に
現
在
に
も
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

県
内
で
の
年
中
行
事
の
記
録
の
発
見
は
少
い
が
、
こ
こ
に
上
げ
た
数
例
で
も
二
〇
〇
年
ほ
ど
前
に
は
す
で
に
ハ
ナ
や
マ
ユ
ダ
マ
が
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
。 

し
か
も
閭
里
歳
時
記
に
よ
れ
ば
、
七
草
す
ぎ
に
は
ヨ
シ
の
茎
に
色
紙
を
つ
け
た
ベ
ロ
ベ
ロ
を
門
松
を
外
し
た
後
に
飾
っ
た
こ
と
、
十
四
日
に
は
ケ
ズ
リ
カ
ケ
が
飾
ら 

れ
、

マ
ユ
ダ
マ
作
り
も
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
ハ 

ナ
と
ケ
ズ
リ
カ
ケ
を
区
別
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
い
う
ハ 

ナ
は
今
日
で
は
見
あ
た
ら
ず
、

ケ
ズ
リ
カ 

ケ
と
さ
れ
た
も
の
が
一
般
に
は
ハ
ナ
と
さ
れ
て
い
る
。
中
沢
家
年
中
行
事
で
は
、
木
が
な
く
て
ハ
ナ
の
作
れ
な
い
時
は
「
市
で
求
め
よ
」
と
書
か
れ
、
今
日
の
中
之 

条
、
渋
川
の
ボ
ク
市
と
の
つ
な
が
り
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
小
林
家
年
中
行
事
で
は
十
六
バ
ナ
の
他
に
農
具
、
ア
ヮ
ボ
ヒ
エ
ボ
も
確
認
で
き
る
が
、
カ
タ
ナ
と
よ
ば 

れ
る
木
刀
や
オ
キ
ン
マ
ラ
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
。
吾
妻
郡
に
み
ら
れ
る
道
祖
神
木
像
や
キ
ジ
車
、
鳥
追
い
棒
な
ど
に
つ
い
て
の
記
録
は
み
つ
か
っ
て
い
な
い
。

「
館
林
市
誌
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
山
田
家
年
中
行
事
」
は
、
館
林
藩
秋
元
氏
に
代
々
仕
え
て
い
た
武
家
の
記
録
で
、
正
月
十
四
日
の
項
に

「
一
、
け
ず
り
か
け
神
に
仏
前
門
口
へ
さ
げ
候
事

一
、
お
に
う
ち
ぼ
う
門
口
へ
出
す 

尤
も
両
わ
き
へ
春
本
ズ
ツ

右
の
通
り
真
木
へ
七
五
三
に
筋
を
引
き
候
事(

後
略)

」

と
あ
る
。
お
に
ぅ
ち
ぼ
ぅ
は
現
在
は
見
ら
れ
ず
、
多
野
郡
内
の
オ
ニ
ノ
ハ
と
い
わ
れ
る
も
の
に
似
て
い
る
が
、
関
連
は
明
確
で
な
い
。



二
つ
く
り
も
の
の
分
布
の
ち
が
い

I
、
材
料
の
木
の
ち
が
い

小
正
月
つ
く
り
も
の
に
使
う
木
は
、
地
域
に
よ
っ
て
か
な
り
違
い
が
あ
る
。
特
に
ハ
ナ
木
は
地
域
区
分
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
(

第
一
表)

コ
メ
ゴ
メ(

キ
ブ
シ)

名
の
由
来
は
、
春
早
く
咲
く
花
が
、
形
、
色
、
姿
が
稲
穂
そ
っ
く
り
な
こ
と
か
ら
つ
い
た
も
の
で
、
削
ら
れ
た
ハ
ナ
も
ホ
ダ
レ
と
よ
ば
れ 

た
り
す
る
。
吾
妻
郡
が
中
心
で
あ
る
。

ミ
ズ
ブ
サ(

ミ
ズ
キ)

名
の
と
お
り
古
く
か
ら
火
伏
せ
の
木
と
い
わ
れ
、
建
築
儀
礼
に
欠
か
せ
な
い
木
で
、

ハ
ナ
木
と
し
て
も
上
等
な
も
の
が
作
れ
る
の
で
吾
妻 

郡
、
利
根
郡
が
中
心
と
な
る
。
枝
が
赤
く
な
る
の
で
ア
カ
ボ
ヤ
と
い
わ
れ
、

マ
ユ
ダ
マ
木
と
し
て
も
喜
ば
れ
る
。

ニ
ワ
ト
コ 

野
生
ば
か
り
で
な
く
屋
敷
木
と
し
て
植
え
ら
れ
て
ハ
ナ
木
と
さ
れ
て
来
た
。
芽
吹
き
の
よ
さ
、
枝
の
伸
び
の
よ
さ
、
さ
ら
に
は
薬
用
に
も
な
る
こ
と 

も
あ
っ
て
養
蚕
家
に
も
喜
ば
れ
た
。
十
六
バ
ナ
も
そ
ん
な
こ
と
が
背
景
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

カ
ズ(

コ
ゥ
ゾ)

和
紙
の
原
料
の
カ
ズ
を
と
っ
た
あ
と
の
カ
ズ
ガ
ラ
を
ハ
ナ
木
と
し
て
使
う
の
は
甘
楽
郡
で
、
桑
に
よ
く
似
た
葉
と
、
蒸
し
て
皮
を
む
い
た
木
の 

色
の
よ
さ
が 

ハ
ナ
に
な
っ
て
も
見
ば
え
が
す
る
の
で
利
用
さ
れ
た
。

センにる 
ハナづ\り

吾妻郡六合村入山

小刀を使ったハナカキ

利根郡片品村土出



第1表

つくりものの材料

利根郡-吾妻郡 西 毛 中 毛I東 毛

ミ ズ キ ミ ズ キ ニヮトコ ニワトコ ニワトコ
ク ル ミ コメ ゴメ  ウ ゾ

ハ ナ コメ ゴメ ニワトコ、ミ ズ キ
フ シラハギ

カショウシン
ヌ ル デ

農道具 X ヌ ルデ ヌ ルデ ヌルデ X

カ タ ナ ク ル ミ ヌ ル デ ヌ ル デ ヌ ル デ X

キ ジ 車 X ヌ ル デ X X X

道祖神 X ヌ ルデ X X X

作男作女 X ヌルデ X X X

アワギヒェ ミ ズキ ヌルデ ヌルデ ニワトコ 
アワホヒホー部ヌルデ x

俵 類 ミ ズキ ヌ ルデ ヌ ルデ ヌ ルデ X

ハナカキ(ツルを作る)

吾妻郡中之条町大塚



ヌ
ル
デ 

国
字
で
「
搬

」
と
書
く
こ
と
か
ら
、

ヌ
ル
デ
、
カ
ツ
ノ
キ
、
カ
ツ
ボ
ク
、

シ
ョ
ウ
ノ
キ
、

シ
ョ
ウ
デ
ン
ボ
ク
、

オ
ツ
カ
ド
な
ど
と
呼
ば
れ
、
多
野
郡
で 

ハ
ナ
木
や
つ
く
り
も
の
の
木
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
木
は
、
雑
木
と
い
う
よ
り
も
下
木
で
、
材
木
に
も
薪
炭
に
も
な
ら
な
い
木
だ
が
、
皮
を
む
い
て
削
る
と
細
工
し
や
す
く
、
仕
上
が
り
が
よ
く
、
し
か
も 

香
り
が
よ
い
木
で
あ
る
。

カ
ユ
カ
キ
棒
等
の
つ
く
り
も
の
は
、
中
•

東
毛
で
は
ニ
ヮ
ト
コ
の
太
い
も
の
を
使
う
が
、
大
部
分
の
地
域
で
は
ヌ
ル
デ
を
材
料
と
し
て
い
る
。

細
工
を
す
る
道
具
は
、
利
根
郡
、
吾
妻
郡
等
、

つ
く
り
も
の
が
ミ
ズ
キ
、

コ
メ
ゴ
メ
、

ニ
ヮ
ト
コ
を
使
用
し
て
い
る
地
域
に
は
、

ハ
ナ
カ
キ
ナ
タ
が
使
わ
れ
、
向 

う
か
ら
手
前
の
方
へ
引
く
よ
う
に
か
い
て
き
て
作
る
。
と
こ
ろ
が
、
片
品
村
で
は
小
刀(

キ
リ
ダ
シ)

を
用
い
、
手
前
か
ら
向
う
へ
押
す
よ
う
に
削
る
方
法
で
チ
ヂ 

レ
や
ノ
シ
を
作
る
。

ヌ
ル
デ
を
使
う
多
野
郡
で
は
、
鎌
な
ど
の
刃
物
で
作
る
が
、
こ
れ
は
木
の
性
質
上
、
こ
ま
か
い
チ
デ
レ
状
の
削
り
方
が
不
可
能
な
こ
と
か
ら
の 

工
夫
で
あ
る
。

二
、

つ
く
り
も
の
の
地
域
的
な
ち
が
い

群
馬
県
内
の
つ
く
り
も
の
の
分
布
状
況
は
第
二
表
に
示
さ
れ
る
よ
ぅ
な
相
異
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
表
は
概
略
的
な
も
の
で
あ
る
が
、

ハ
ナ
、
カ
ユ
カ
キ
棒
は
ほ 

ぼ
全
県
的
で
あ
る
が
、
カ

タ

ナ(

木
刀)

や
農
道
具
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
な
ど
は
地
域
的
に
か
た
よ
り
が
あ
り
、
オ
ニ
ノ
ハ
、
道
祖
神
木
像
、
カ
カ
シ
神
、
作
男
作
女
、
 

キ
ジ
車
は
、
限
定
さ
れ
た
小
範
囲
だ
け
に
存
在
し
て
、
問
題
を
投
げ
か
け
て
い
る
。

カ
タ
ナ(

木
刀)

は
、
主
と
し
て
西
上
州
に
み
ら
れ
る
。
大
小
二
本
作
り
、
ド
ン
ド
ン
ヤ
キ
で
少
し
焼
い
て
一
本
は
道
祖
神
に
供
え
、
大
き
い
方
を
家
へ
持
ち
帰 

り
、
ト
ボ
グ
チ(

門
口) 

の
上
に
飾
っ
て
魔
除
け
に
す
る
。
多
野
郡
で
は
作
っ
た
も
の
を
、
神
棚
や
床
の
間
、
便
所
に
も
供
え
る
。
ま
た
ね
じ
れ
た
太
い
ヌ
ル
デ
で 

作
っ
た
も
の
を
オ
キ
ン
マ
ラ(

キ
マ
ラ)

と
し
て
道
祖
神
へ
の
供
え
も
の
と
す
る
。
吾
妻
郡
濡
恋
村
で
は
カ
ン
ジ
ン
棒
と
よ
び
、
御
幣
の
紙
を
た
く
さ
ん
つ
け
た
も 

の
を
持
っ
た
子
ど
も
達
が
、
家
々
を
ま
わ
っ
て
お
祓
い
し
て
カ
ン
ジ
ン
を
す
る
。
長
野
原
町
で
は
鳥
追
い
棒
と
よ
ん
で
鳥
追
い
行
事
に
持
つ
も
の
に
な
っ
て
い
る
。 

利
根
郡
水
上
町
で
は
、
ク
ル
ミ
の
木
で
ド
ッ
コ
ィ
棒
と
い
ぅ
大
刀
を
作
り
、
ド
ン
ド
ン
ヤ
キ
で
焼
い
て
か
ら
持
ち
帰
り
、
屋
根
裏
に
さ
す
。

一
般
に
道
祖
神
信
仰
と 

つ
な
が
り
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
必
ら
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。

農
具
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
は
、
西
上
州
と
吾
妻
郡
に
多
く
、
西
上
州
で
は
歳
神
へ
の
供
え
も
の
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
吾
妻
郡
で
は
釜
神
さ
ま
へ
の
供
え
も
の
と
し
て
、
 

作

男•

作
女
、
ア
ヮ
俵•

ヒ4

俵
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
形
で
作
ら
れ
、
飾
ら
れ
る
例
が
多
い
。
こ
れ
に
対
し
て
利
根
郡
や
中•

東
毛
で
は
ほ
と
ん
ど
例
が
な
く 
(

黒



第2表

小正月つくりものの分布

 利根郡 吾妻郡 西毛 中毛 東毛

ハ ナ 〇 〇 〇 〇 △

ハナ(ノシ) 〇 〇 、 X X X

車バナ(菊バナ) △〇 △ △ X

十六バナ 〇 〇 〇 〇 〇

農 道 具 x 〇 〇 △ x

カュカキ棒 〇 〇 〇 〇 〇

ハラミ箸 〇 〇 〇 〇 △

アワボ•ヒュボ 〇 〇 〇 〇 X

福 俵 〇 〇 〇 X

カタナ(木刀) △△〇 △ X

オ ニ ノ ハ X X △ X X

セッチンビナ 〇 x x x x

道 祖 神 X 〇 X X X

作男•作女 X 〇 X X X

カ カ シ神 X △ X X X

キ ジ 車 x 〇 x x X

オキンマラ X X △ X X

マュダマ 〇 〇 〇 〇 〇

ワタノハナ x x x 〇 〇

モ チ バ ナ △ △ x △ △

〇 ほぼ一般的に分布 △ 一部にある x ない



保
根
で
は
臼
や
杵
を
作
る)

、
西
上
州
な
ど
の
畑
作
雑
穀
地
帯
と
異
な
る
面
を
見
せ
て
い
る
よ
う
に
み
ら 

れ
る
。

特
殊
な
つ
く
り
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
オ
ニ
ノ
ハ
、
道
祖
神
木
像
、
ヵ
ヵ
シ
神
、
作
男•

作
女 

で
あ
る
。

オ
ニ
ノ
ハ
は
、
南
上
州
と
も
い
わ
れ
る
多
野
郡
の
神
流
川
上
流
一
帯
で
、

ヌ
ル
デ
を
割
つ
た
も
の
に
、
 

七
•

五
.

三
の
線
を
書
い
た
も
の
、
あ
る
い
は☆

型
の
絵
を
描
い
た
も
の
を
作
つ
て
玄
関
な
ど
出
入
口
の 

左
右
に
立
て
る
も
の
で
、
他
地
域
で
は
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

道
祖
神
木
像
は
、
吾
妻
郡
内
だ
け
で
作
ら
れ
る
も
の
で(

東
村
で
は
未
確
認)

、
十
四
日
年
と
り
に
間 

に
合
う
よ
う
に
二
体(

男
女
と
考
え
ら
れ
て 
い
る)

作
り
、
夕
食
を
供
え
た
あ
と
、
ド
ン
ド
ン
ヤ
キ
で
焼 

か
れ
る
。
そ
の
時
、

一
体
は
石
造
道
祖
神
に
供
え
、
他
の
一
体
は
焼
か
れ
る
例
も
あ
り
、
焼
か
ず
に
二
十 

日
の
早
朝
石
造
道
祖
神
に
供
え
た
り
、
ド
ン
ド
ン
ヤ
キ
の
場
所
近
く
の
崖
の
穴
の
中
に
納
め
る
例
も
み
ら 

れ
、
注
目
さ
れ
て
い
る
。

作

男.

作
女
は
吾
妻
町
岩
島
追
地
区
を
中
心
に
み
ら
れ
る
も
の
で
、
男
女
二
体
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
顔
乞 

描
く
こ
と
も
あ
つ
て
道
祖
神
木
像
と
つ
な
が
り
を
も
つ
と
い
わ
れ
る
が
、
作

男•

作
女
は
、

農
道
具
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
や
ア
ワ 

俵
ヒH

俵
と
と
も
に
釜
神
さ
ま 

に
供
え
ら
れ
る
こ
と
を
み
れ
ば
、
 

単
純
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
難 

し
い
。
釜
神
は
家
の
神
と
し
て 

最
も
古
い
神
と
も
考
え
ら
れ
、

田
植
え
の
日
の
マ
ン
ガ
ア
ラ
イ

(

オ
サ
ナ
ブ
リ)

や
、
稲
刈
り

(

麦
刈
り)

の
カ
マ
ボ
な
ど
に

できあがったハナを乾かす
中之条町大塚

仏壇に供えたノシバナ

片品村土出

アワダワラ•ヒエダワラ
上に道祖神をのせた例 

吾妻郡長野原町羽根尾



み
ら
れ
る
よ
う
に
、
作
神
と
し
て
の
釜
神
信
仰
の
習
俗
か
ら
み
れ
ば
、
作
男
作
女
は
農
耕
儀
礼
の
作
り
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

カ
カ
シ
神
は
、
六
合
村
入
山
だ
け
で
み
ら
れ
る
も
の
で
、
道
祖
神
木
像
の
よ
う
に
顔
を
描
く
が
、
道
祖
神
よ
り
も
強
い
顔
と
し
、

一
体
だ
け
で
、
神
棚
に
上
げ
、
 

十
四
日
夜
、
山
盛
り
の
御
飯
を
供
え
る
。

一
般
に
カ
カ
シ
は
「
田
の
神
」
と
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
地
区
の
稲
作
は
昭
和
二
十
年
代
か
ら
の
こ
と
で
、
 

田
の
神
信
仰
の
伝
承
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。

三 

「
予
祝
一
の
つ
く
り
も
の

/
z
f
\
'

I

、
群
馬
の
風
土

群
馬
県
は
、
関
東
地
方
の
西
北
部
に
位
置
し
、
三
国
山
脈
と
い
わ
れ
る
山

(々

谷
川
岳
な
ど)

で
日
本
海
側
と
分
け
ら
れ
、

「
空
つ
風
の
上
州
」
で
知
ら
れ
る
よ 

う

に
(

一
部
地
域
を
除
い
て)

冬
で
も
田
や
畑
が
雪
で
お
お
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
な
く
、
麦
や
野
菜
の
青
さ
が
目
立
ち
、
年
間
を
通
し
て
日
照
時
間
の
長
い
こ
と
で 

も
有
数
の
地
方
と
な
つ
て
い
る
。
利
根
川
の
上
流
県
で
あ
る
が
、
水
田
よ
り
も
畑
地
が
多
く
。
米
•

麦
の
二
毛
作
を
中
心
に
、
ィ
モ
、
雑
穀
と
養
蚕
を
組
み
合
わ
せ 

た
農
業
で
生
活
を
支
え
た
も
の
で
あ
る
。
山
が
ち
な
の
で
傾
斜
地
や
火
山
灰
土
に
桑
の
木
を
植
え
て
の
養
蚕
が
早
く
か
ら
発
達
し
、
製
糸
、
機
織
も
わ
が
国
有
数
の 

も
の
で
あ
つ
た
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
小
正
月
諸
行
事
に
も
反
映
し
た
も
の
と
み
ら
れ
、
十
五
日
の
小
豆
粥
な
ど
に
み
ら
れ
る
稲
作
の
儀
礼
、
ア
ワ
ボ
ヒ4

ボ
の
行
事
や
つ
く
り
も 

の
な
ど
の
畑
作
、
雑
穀
の
儀
礼
、

マ
ユ
ダ
マ
、
十
六
バ
ナ
、
オ
シ
ラ
様
行
事
な
ど
の
養
蚕
の
儀
礼
な
ど
、
様
々
な
農
耕
儀
礼
が
生
ま
れ
、
行
わ
れ
て
来
た
も
の
と
い 

え
よ
う
。
第
三
表
は
、
小
正
月
行
事
と
農
耕
の
結
び
つ
き
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

I
I、

豊
作
の
ね
が
い

ア
ワ
ボ
、

ヒH

ボ
(

粟

穂•

稗
穂)

つ
く
り
も
の
と
し
て
の
ア
ワ
ボ•

ヒH

ボ
は
、

ヌ
ル
デ
の
棒
を
十
六
本(

八
本
の
皮
を
む
い
て
ア
ワ
、
八
本
は
皮
つ
き
の
ま
ま
で
ヒH

と
い
う)

作
り
、
竹
を
十



第3表

小正月行事と農耕の結びつき

分野 日 時 行 事 つくりもの等

2〜12日 初山入り 御幣、餅、魚,米

山仕事 8日 山の神

12日 十二講

11日 鍬立て 松飾り

m斗吉 12〜13日 モノヅクリ ハナ、ホダレ、農道具ミニチュア
田仕事

イロリの禁忌

15日 十五日粥 カュカキ棒、ハラミ箸

/アワボヒヱボ

ノ/、m アワ眞ヒヱ俵' 福俵

古 農道具ミニチュア麻尺
畑什塞

k釜神大明神作男作女

14日(夜) カカシ神 カカシ神

裸まわり

12 H (夜)マルメ年 マユダマ作り

13(14)日 オカザリカヱ(ズウァゲー上蔟) マュダマ飾り、十六バナ、小判

養蚕14日(夜)オシラマチ ウドン(ソバ)

16日(朝) マユネリ マュダマの吸いもの

16〜19日マュカキ (マュダマの片ずけ)

2 0 馬の乗り初め

馬 16日馬の肥出し 千びきがゆ

18日初観音

14日(昼)成り木責め マュダマのゆで汁

(夜) オミタマサマ オミタマサマの供えもの
その他

1 15日へビ ムカデ除け 十五日粥の洗い水

20 H 二十日ゴオセン 香煎



六
本
に
割
っ
て
折
り
曲
げ
た
先
へ 

つ
る
し
て
、
堆
肥
場
に
立
て(

七
夕
の
よ
う
に
笹
竹
に
立
て
る
の
も
あ
る)

、
豊
作
を
祈
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
米
と
麦
と 

い
う
話
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
俵
づ
く
り
に
し
ば
っ
て
作
る
ア
ワ
俵•

ヒH

俵
は
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
米
と
麦(

皮
つ
き
の
も
の)

と
い
う
話
が
で
き
て
い
る
。
こ
れ 

を
小
さ
く
作
っ
た
も
の
は
釜
神
様
に
上
げ
る
家
が
多
い
が
、

「
俵

」
と
か
「
福
俵
」
と
し
た
も
の
は
正
月
棚
に
供
え
る
こ
と
も
少
く
な
い
。
堆
肥
場
に
立
て
る
も
の 

は
、
こ
の
よ
う
に
穂
が
垂
れ
下
が
る
ほ
ど
の
実
り
を
願
う
も
の
で
あ
り
「
俵

」
は
収
穫
の
結
果
を
示
し
て
い
る
も
の
で
、
予
祝
の
作
り
も
の
で
あ
り
、
供
え
も
の
を 

示
し
て
い
る
。
黒
保
根
村
で
は
「
オ
ヵ
マ
様
の
マ 

ユ
ダ
マ
」
の
台
に
タ
ワ
ラ
を
立
て
る
が
、
こ
れ
は
つ
く
り
も
の
を
作
っ
た
削
り
か
す
を
芯
に
つ
め
て
、

ヌ
ル
デ
の 

木
な
ど
を
側
に
し
て
俵
づ
く
り
し
た
も
の
で
あ
る
。
小
野
上
村
で
は
こ
う
し
た
俵
を
二
俵
作
っ
て
土
間
に
積
み
、
こ
の
上
に
地
神
さ
ん
を
祀
る
。
畑
作
が
中
心
の
地 

域
の
つ
く
り
も
の
で
あ
る
こ
と
が
共
通
し
て
い
る
。
ィ
ロ
リ
の
ま
わ
り
を
裸
で
ま
わ
る
行
事
も
豊
作
を
祈
る
行
事
で
、
ア
ワ
ボ•

ヒH

ボ
の
行
事
と
よ
ば
れ
て
い
る 

こ
と
は
、
夫
婦
の
唱
え
言
が
示
し
て
い
る
。

十
五
日
粥

小
豆
粥
を
カ
ユ
カ
キ
棒
で
か
き
ま
し
て
「
粥
占
」
も
す
る
こ
と
は
す
で
に
記
し
た
が
、
カ
ユ
カ
キ
棒
は 

半
紙
に
包
み
、
水
引
き
で
し
ば
っ
て
神
棚
に
上
げ
て
お
き
、
苗
代
づ
く
り
の
時
に
水
口
に
立
て
る
こ
と
に 

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ゴ
ミ
除
け
だ
と
い
ぅ
話
も
あ
る
が
、
中
之
条
町
な
ど
の
例
で
は
、
こ
の
上
に
焼
き 

米
を
の
せ
て
鳥
除
け
を
す

る
も
の
と
み
ら
れ
る
こ
と 

か
ら
重
要
な
意
味
を
持
た

さ
れ
て
い
る
。

ハ
ラ
ミ
箸 

も
同
様
で
、
田
植
え
の
日

に
こ
の
箸
で
赤
飯
を
食
べ

さ
せ
た
り
、
富
岡
市
で
は
、

田
植
え
の
日
の
三
時(

才

コ
ジ
ハ
ン)

に
マ
ン
ジ
ュ

地神様
タワラの上に祀られる
キジリ(燃し木を入れる箱)« 
向うに釜神が祀られている。 
北群馬郡小野上村村上

アワボ*ヒエボ作り

吾妻郡長野原町林



ゥ
を
作
り(

田
植
え
ま
ん
じ
ゅ
う)

、

ハ
ラ
ミ
箸
に
刺
し
て
食
べ
て
も
ら
う
例
も
み
ら
れ
、
ヵ
ッ
ボ
ク, 

で
は
な
い
「
稲
作
」
と
結
び
つ
い
た
儀
礼
が
み
ら
れ
る
。

十
六
マ
イ
ダ
マ

マ
ユ
ダ
マ
に
使
う
粉
は
、
米
の
粉
が
一
般
的
だ
が
、
裨
や
ソ
バ
粉
、
小
麦
粉
な
ど
も
利
用
さ
れ
、
地 

域
に
よ
っ
て
は
赤
や
青
色
に
染
め
た
も
の
も
作
ら
れ
る
。
形
は
丸
型
が
主
で
、
家
に
よ
っ
て
ま
ゆ
型
も 

み
ら
れ
る
が
、
十
六
マ
イ
ダ
マ
と
よ
ば
れ
る
も
の
は
、
ふ
つ
う
の
も
の
の
三
倍
か
ら
四
倍
も
あ
る
大
き 

な
も
の
で
、

マ
ユ
型
の
も
の
八
個
、
丸
い
も
の
ま
た
は
宝
珠
の
玉
型
の
も
の
八
個
、
合
せ
て
十
六
個
を 

桑
株
ま
た
は
柳
の
株
に
さ
し
て
歳
神
棚(

神
棚)

の
前
に
供
え
る
こ
と
が
み
ら
れ
る
。
桑
株
は
蚕
上
手 

の
家
の
も
の
を
切
っ
て
来
る
な
ど
、
豊
蚕
へ
の
切
な
る
願
い
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
新
治
村
や
吾
妻
町
な 

ど
で
は
、
門
松
に
使
っ
た
笹
竹
に
十
六
マ
イ
ダ
マ
を
さ
す
例
も
あ
る
。
大
胡
町
な
ど
赤
城
山
南
麓
か
ら 

東
上
州
に
か
け
て
は
マ
ユ
ダ
マ
の
他
に
餅
玉
を
加
え
る
こ
と
も
多
い
。

ヵ
ゴ
木
と
よ
ぶ
十
六
マ
イ
ダ
マ 

の
木
は
、
飾
ら
れ
た
姿
か
ら
み
て
も
、
ボ
ヤ
マ
ブ
シ
と
か
、
竹
マ
ブ
シ
と
よ
ぶ
木
の
枝
の
蔟
、
竹
の
枝

の
蔟
に
上
蔟
さ
せ
て
繭
を 

作
ら
せ
た
状
態
を
示
し
て

い
る
も
の
と
み
ら
れ
、

マ

ィ
ダ
マ
を
木
の
枝
に
さ
す 

こ
と
を
「
お
蚕
上
げ
」
と 

よ
ぶ
理
由
が
わ
か
る
。
し

た
が
っ
て
、
閭
里
歳
事
記

が
記
し
て
い
る
よ
ぅ
に
マ

ユ
ダ
マ
飾
り
は
養
蚕
の
豊

ボク(木の株を利用したマユダ 
マ木)にさされたハナとマユダマ 

利根郡新治村

オカザリカエ
左の笹竹にオシラ様に供える十六マイダマ
中央の三角のものをさしたのが桑の葉という 
右の棚が正月棚で、ハナとマユダマを上げる 

利根郡新治村東峰須川

右の株は桑の木で、四角のものは餅を切 
ったもの
左の木は,柳の株を使用

勢多郡大胡町茂木



作
を
祈
願
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

蚕
神
に
供
え
る
十
六
バ
ナ
と
よ
ぶ
十
六
段
の
ハ
ナ(

八
段
二
本
で
十
六
バ
ナ
も
あ
る)

は
、
オ
シ
ラ
様(

又
は
絹
笠
様)

の
ハ
ナ
で
、
十
六
と
い
う
数
字
は
蚕
の 

脚
が
八
対(

十
六
本)

あ
る
こ
と
か
ら
の
数
と
い
う
説
明
も
あ
る
。
十
六
マ
ユ
ダ
マ
も
同
じ
理
由
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

十
四
日
の
夜
の
オ
シ
ラ
マ
チ
と
よ
ぶ
行
事
も
、

ソ
バ 

又
は
ウ
ド
ン
を
作
り
、

マ
ブ
シ
の
吊
り
縄
と
し
て
供
え
る
こ
と
も
赤
城
山
南
麓
を
中
心
と
し
た
地
域
に
目
立 

っ
て
い
る
。

オ
シ
ラ
マ
チ
は
二
月
初
午
の
行
事
の
方
が
さ
か
ん
で
、
前
夜
の
己
の
日
の
夜
、
万
場
町
で
は
釜
神
さ
ま
の
松
を
ィ
ロ
リ
で
い
ぶ
し
、
土
間
に
出
し
た
臼
を
主
人 

が
ト
ン
ト
ン
と
搗
く
こ
と
を
し
て
い
る
。
臼
を
搗
く
音
を
聞
い
て
け
む
り
に
乗
っ
て
オ
シ
ラ
様
が
降
り
て
来
る
と
い
わ
れ
る
。
下
仁
田
町
で
は
、
松
葉
を
い
ぶ
し 

た
主
婦
が
、’
タ
ネ
紙(

蚕
卵
紙)

と
ウ
チ
ヮ
を
手
に
持
っ
て
、
門
口
で
タ
ネ
紙
を
振
り
、
ウ
チ
ヮ
で
お
い
で
お
い
で
を
し
て
い
た
。
黒
保
根
村
で
は
、
ウ
ド
ン
と 

芋

田

楽(

里
芋
の
芋
串)

と
一
緒
に
ト
コ
ロ
と
よ
ぶ
食
べ
ら
れ
な
い
山
芋
を
根
を
つ
け
た
ま
ま
洗
っ
て
絹
笠
様(

蚕
神)

に
供
え
て
豊
蚕
を
祈
っ
て
い
る
。
こ
の 

日
蚕
神
が
天
か
ら
降
り
て
来
ら
れ
る
と
い
い
、
お
迎
え
す
る
行
事
が
オ
シ
ラ
マ
チ
と
い
わ
れ
る
。

キ
ジ
車

六
合
村(

入
山
を
除
く)

と
長
野
原
町(

羽
根
尾
と
応
桑
を
除
く) 

で
小
正
月
に
作
ら
れ
る
キ
ジ
車
は
モ
ノ
ヅ
ク
リ
の
最
後
に
、

ヌ
ル
デ
の
曲
が
っ
た
余
り
木
で
作 

る
も
の
と
い
わ
れ
、
神
様
に
供
え
た
後
、
子
供
に
与
え
て
玩
具
と
な
っ
た
が
、
近
年
は
作
る
家
が
少
な
く
な
っ
た
。
六
合
村
小
雨
で
は
大
小
二
つ
の
キ
ジ
車
を
作
り
、
 

道
祖
神
木
像
と
一
緒
に
神
棚
に
上
げ
ら
れ
、
年
と
り
が
す
む
と
小
さ
い
キ
ジ
車
は
道
祖
神
と
一
緒
に
オ
ン
ベ
ヤ(

ド
ン
ド
ン
ヤ
キ)

で
焼
い
た
と
い
ぅ
。
こ
れ
は
道
祖 

神
の
乗
り
物
と
し
て
の
キ
ジ
車
を
想
像
さ
せ
る
。
吾
妻
町
岩
下
で
も
作
ら
れ
た
が
、
ド
ン
ド
ン
ヤ
キ
に
曳
い
て
行
き
、
そ
の
背
中
に
松
の
燃
え
さ
し
を
つ
け
て
家
に
運 

び
、
燃
え
さ
し
を
火
伏
せ
に
し
て
い
る
。
こ
れ
も
神
の
乗
り
物
を
意
味
し
て
い
る
が
、
多
く
は
神
に
供
え
ら
れ
て
か
ら
子
ど
も
の
玩
具
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
小
正 

月
の
行
事
の
す
べ
て
が
豊
作
を
祈
る
農
耕
の
儀
礼
で
あ
り
、
多
く
の
作
り
物
が
豊
作.
の
姿
を
示
す
予
祝
の
作
り
物
で
あ
る
と
き
、
キ
ジ
車
も
ま
た
豊
作
を
祈
る
供
物
で 

あ
っ
た
と
い
え
よ
ぅ
。



三
、
伝

承

の

た

め

に

群
馬
の
小
正
月
つ
く
り
も
の
は
、
こ
れ
ま
で
報
告
し
た
と
お
り
、
こ
れ
ま
で
「
つ
く
り
も
の
」
だ
け
で
生
ま
れ
て
継
承
さ
れ
て
来
た
も
の
で
な
く
、
正
月
行
事
の 

中
の
小
正
月
行
事 

そ
れ
も
、
労
働
の
安
全
と
諸
作
の
豊
作
を
願
う
心
を
こ
め
た
つ
く
り
も
の
、
予
祝
の
行
事
の
つ
く
り
も
の
と
し
て
作
ら
れ
、
伝
え
ら
れ
て
来
た
。 

と
こ
ろ
が
急
激
な
社
会
の
変
化
の
中
で
行
事
を
継
承
し
て
来
た
村
々
の
情
況
が
一
変
し
、
林
業
の
火
は
細
く
な
り
、
米
の
作
付
け
制
限
は
進
み
、
養
蚕
も
お
と
ろ
え
、
 

家
々
は
改
造
さ
れ
て
飾
り
つ
け
の
舞
台
も
な
く
な
っ
て
、
近
代
化
、
合
理
化
の
流
れ
の
中
で
伝
統
行
事
は
急
速
に
消
え
つ
つ
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
今
回
の
調
査
に 

協
力
し
て
い
た
だ
い
た
各
家
庭
は
、
先
祖
か
ら
伝
え
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
い
ま
や
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
継
続
し
て
い
る
方
々
で
あ
る
。
し
か
も
、
他
地
区 

の
も
の
に
つ
い
て
の
知
識
も
な
い
か
ら
、
自
ら
の
作
る
ヶ
ズ
リ
バ
ナ
を
含
む
小
正
月
つ
く
り
も
の
の
、
群
馬
県
下
の
ま
と
ま
り
の
姿
は
も
と
よ
り
、
そ
の
特
色
や
意 

義
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
当
主
の
高
令
化
、
家
の
新
築
で
状
況
が
変
わ
る
と
休
止
、
又
は
廃
止
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
 

対
応
策
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

学
習
会

ィ
、
市
町
村
公
民
館
等
が
実
施
す
る
各
種
学
級
、
講
座
等
に
お
い
て
テ
ー
マ
に
と
り
あ
げ
、
長
い
伝
統
と
、
行
事
に
こ
め
ら
れ
た
意
味
や
、

つ
く
り
も
の
の
意
味 

を
知
ら
せ
る
。

ロ
、
小
•

中
学
校•

公
民
館
が
協
力
し
て
、
世
代
間
交
流
の
会
を
も
ち
、
伝
承
活
動
を
進
め
る
。

ハ
、
ひ
な
祭
り
、
七
夕
祭
り
の
集
会
の
よ
う
に
学
校
行
事
の
中
で
、

「
正
月
行
事
」
を
取
り
入
れ
、

マ
ユ
ダ
マ
作
り
、
ド
ン
ド
ン
ヤ
キ
と
結
び
つ
け
て
「
小
正
月 

つ
く
り
も
の
」
を
製
作
又
は
、
見
学
を
行
う
。

-
1、

子
ど
も
会
育
成
会
等
が
中
心
で
行
わ
れ
る
ド
ン
ド
ン
ヤ
キ
も
、
大
切
な
ふ
る
さ
と
学
習
と
し
て
と
ら
え
、
小
正
月
学
習
も
加
え
る
。

こ
う
し
た
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
、
小
正
月
つ
く
り
も
の
に
つ
い
て
の
手
引
き
書
、
解
説
書
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
も
報
告
書
の
活
用
が
は
か
ら 

れ
る
べ
き
で
あ
る
。

保
存
借
置

市
町
村
教
育
委
員
会
あ
る
い
は
資
料
館(

資
料
室)

等
で
、
可
能
な
か
ぎ
り
現
物
資
料
を
収
集
し
、
展
示
し
て
、
地
域
内
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
図
る
こ
と
が
望
ま



し
い
。
そ
の
場
合
に
注
意
す
べ
き
は
、

イ
、
特
定
の
個
人
、
家
に
限
ら
ず
、
作
ら
れ
て
い
る
も
の
は
す
べ
て
集
め
る
こ
と

ロ
、
技
術
の
巧
拙
や
仕
上
が
り
の
よ
さ
、
製
品
の
大
小
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
悉
皆
収
集
を
す
る
。

ハ
、
同
じ
形
の
も
の
が
い
く
つ
に
な
っ
て
も
、
そ
の
土
地
の
特
色
が
出
せ
る
よ
ぅ
重
複
し
て
収
集
す
る
こ
と

二
、
資
料
に
は
正
確
な
記
録(

作
者
名•

資
料
名
称
、
使
わ
れ
方
等)

を
付
け
る
こ
と

ホ
、
資
料
一
覧
表
を
作
る
こ
と
、
で
き
れ
ば
製
作
者
別
、
分
類
別
表
も
心
が
け
る
こ
と

県
立
歴
史
博
物
館
で
は
、
県
立
博
物
館
か
ら
継
承
し
た
資
料
収
集
活
動
を
さ
ら
に
継
続
す
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
調
査
の
中
に
技
術
保
存
の
た
め
の 

ビ
デ
オ
に
よ
る
映
像
記
録
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
全
資
料
の
記
録
を
整
理
し
、
小
正
月
行
事
の
中
で
の
つ
く
り
も
の
の
集
約
を
進
め
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。 

そ
の
際
、
県
内
の
情
報
だ
け
で
は
な
く
、
博
物
館
ネ
ッ
ト
ヮ
ー
ク
を
活
用
し
て
、
北
海
道
ア
イ
ヌ
の
イ
ナ
ゥ
を
含
め
て
、
可
能
な
か
ぎ
り
広
く
ケ
ズ
リ
カ
ケ
資
料( 

現
物
資
料
を
含
む)

を
集
め
て
の
考
察
も
将
来
の
方
向
と
み
ら
れ
る
。

小
正
月
う
く
り
も
の
は
、
毎
年
の
山
入
り
に
、
行
事
の
た
め
に
生
木
を
伐
採
し
て
来
て
、
生
乾
き
の
ま
ま
利
用
す
る
た
め
に
、
ひ
び
わ
れ
と
か
、
削
っ
た
チ
デ
レ 

が
折
れ
て
し
ま
ぅ
こ
と
が
多
く
、
湿
気
に
あ
ぅ
と
カ
ビ
が
生
え
て
し
ま
っ
た
り
、
ほ
こ
り
で
汚
れ
る
こ
と
も
多
く
、
変
色
の
心
配
な
ど
保
存
に
難
点
が
あ
り
、
長
期 

保
存
の
方
策
は
確
立
さ
れ
て
い
な
い
現
状
で
あ
る
が
、
展
示
し
つ
つ
保
存
す
る
収
蔵
方
法
を
と
れ
ば
か
な
り
長
期
の
保
存
に
耐
え
る
と
み
ら
れ
る
の
で
安
定
し
た
保 

存
方
法
の
確
立
に
努
め
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

群
馬
県
教
育
委
員
会
は
、
県
立
歴
史
博
物
館
の
「
ケ
ズ
リ
バ
ナ
」
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
、
昭
和
五
十
八
年
二
月
に
県
の
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
し
、

六
十 

年
度
か
ら
緊
急
調
査
を
実
施
し
て
博
物
館
の
資
料
収
集
へ 

の
指
導
を
進
め
て
来
た
。
博
物
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
約
二
千
六
百
点
に
達
し
、
そ
の
内
容
も
県
下
全
域 

を
カ
バ
ー
し
、
家
ご
と
の
一
括
資
料
を
中
心
と
し
て
収
集
さ
れ
て
お
り
、
事
例
ご
と
に
習
俗
が
調
査
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
全
国
的
に
も
例
を
み
な
い
調
査
で
あ
り
、
 

貴
重
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
な
っ
て
い
る
。
今
後
の
保
存
と
活
用
の
た
め
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
価
値
に
ふ
さ
わ
し
い
評
価
を
与
え
る
た
め
に
道
を
開
く
こ
と
が
求
め
ら
れ 

る
。
そ
の
上
で
、
報
告
書
な
ら
び
に
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
に
よ
り
広
く
紹
介
を
し
て
民
俗
行
事
、
小
正
月
つ
く
り
も
の
の
伝
承
の
た
め
に
手
だ
て
を
講
じ
る
こ
と
が
必 

要
で
あ
る
。
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「
形
状
で
分
類
し
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も
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」

一
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<図版編のみかた>

1. 写真は、ペ-ジの分類表にもとづきそれぞれの代表的なものを掲載した。

2. 表題はカタカナで示したが、わかりやすVヽように()で本来の意味を掲 

げたが、これはあくまで一例であり、他説がある場合もある。

3. 説明文の最後の()内は掲載した写真につVヽて、その解説が掲載されて 

いる県教育委員会発行の無形文化財緊急調査報告書の書名等を表す。

その凡例は以下の通りである。

(吾 妻)=小正月のつくりもの1 一吾妻編一(昭和60年度調査) 

(西毛)=小正月のつくりもの2 —西毛編一(昭和61年度調査) 

(利 根)=小正月のつくりもの3 —利 根 編一(昭和62年度調査) 

(中東毛)==小正月のつくりもの4 一中東毛編一

(昭和63年•平成元年度調査)

この他に以下のようなものがある。

(補 充)=平成元•2年の補充調査による収集資料

(歴 博)=歴史博物館の従来からの収集資料

4. ここに掲載された写真、および上記の報告書でとりあげた「小正月のつく 

りもの」は、各家庭での小正月行事の終了後、ほとんど全数が県歴史博物館 

に寄贈されており、同所で保管されている。

5. 前記の各報告書は、増刷したものを県文化財保護課内の文化財保護協会で 

有料で頒布している。



「群馬の小正月ツクリモノ」資料分類

資料分類名称1小 分類1 資 料 内 容

1. ダン(段)バナ ナゲバナ、1段、2段、3段、6段、8段、12段、16段、エビスノハナ、地神さま

2. ク ルマバナ クルマバナ、キクバナ、十六ダンギク

A ケズリバナ 3. ホ ダ レホダレ、チデレ

4. ノ シ ノシ

5. そ の 他ハナカキナタ、材料、道具、その他

目 エンガ、テンガ、サガラ(唐鍬)、マンガ、鎌、鋸、鉈、斧、肥桶、臼、杵、ヨツゴ、マネ、1一 
L a手、麻尺、農道具一式の目録

B 農のツクリモノ 2. 福 俵 タワラ、福俵、アワ俵、ヒヱ俵、オカマダワラ、タワラ木

3. アワボヒエボ ,ワボヒエホQ粟穂稗穂)、コンコナ、オカフコ

4. そ の 他灰カキ、マナバシ(菜箸)、その他

1.カユカキ棒カユカキ棒

C 年 占 2.ハラミ箸ハラミ箸、大福箸 一

3.筒粥 用具 オツツ、筒粥札、お護符、オミキスズ、その他

1. 木 像 道祖神、カカシ神、作男作女、作大将

2. 木 刀 カタナ、オキンマラ、オンマラサマ、カンジン棒、ドッコイ棒

3. 鳥追い祭り用具 ハナ飾り、ハタ、カンジン棒、神様、お祓い
D 4.道祖神祭り用具 _

5. 水祝い用具ツクリモノ、カゴ祝い道具

6. そ の 他ゴモットモサマ、オニノハ、その他

1. マ ユ ダ マ マユダマ、十ニマユダマ、十六マユダマ、ワタノハナ、鳥、花、臼、ヤサイモノ

E マユ ダマ 2.モチ バナ モチバナ、田の神様、桑の葉、機神様、サギノミヤサマ

3.マユダマ木ボク、カゴ木、原料(十六マユダマ)

______________________  4.そ の 他 ハナガシ、木型、その他、お札(虚空蔵様) _______

F 雉 子 車1.雉 子 車雉子車 ________

1.便所神様セッチンビナ、セッチンヨメゴ、ウッサンミョウサマ便所神の幣束 ____

G そ の 他 2. センビキ粥センビキ粥、ツトッコ _

"T そ の 他 イボジメ、カカシ、正月棚、その他 膳椀ダルマ  



A
 

ケ

ズ

リ

バ

ナ

県
内
で
、
ケ
ズ
リ
バ
ナ
を
は
じ
め
、

ハ
ナ•

ホ
ダ
レ•

カ
キ
バ
ナ
な
ど
と
呼
ば
れ
る
削
り
掛
け
は
、

「
お
百
姓
の
正
月
」
と
も
言
わ
れ
る 

小
正
月
の
モ
ノ
ッ
ク
リ
の
代
表
的
な
儀
礼
用
具
で
あ
る
。

ケ
ズ
リ
バ
ナ
に
は
、
新
年
に
訪
れ
る
神
の
依
代
と
し
て
、
紙
が
普
及
す
る
ま
で
御
幣
の
役
割
を
果
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
形(

木
幣)

を 

示
す
も
の
が
見
ら
れ
る
。
削
り
掛
け
の
原
点
と
も
考
え
ら
れ
る
資
料
で
、
幣
束
と
ケ
ズ
リ
バ
ナ
の
類
似
性
を
よ
り
よ
く
反
映
し
て
い
る
。

正
月
の
若
木
迎
え
、
山
入
り
の
日
に
採
取
し
た
ヌ
ル
デ•

ミ
ズ
ブ
サ•

ニ
ワ
ト
コ
等
の
ハ
ナ
木
を
材
料
と
し
て
、
木
の
側
面
を
刃
物
で
花 

弁
状
に
削
り
出
し
、
こ
れ
を
年
神
様
を
は
じ
め
、X

飾
り
を
し
た
家
内
外
の
神
々
な
ど
に
供
え
る
。
木
の
片
側
ま
た
は
両
側
に
段
状
に
、
 

1

段
か
ら
16
段
に
も
な
る
ハ
ナ
を
削
り
出
す
段
バ
ナ
、
車
ま
た
は
菊
花
状
に
ハ
ナ
を
つ
け
、
割
り
竹
の
先
端
な
ど
に
差
し
込
ん
だ
ク
ル
マ
、
'
ハ
 

ナ
、
非
常
に
細
か
に
螺
施
状
に
長
く
削
り
垂
ら
し
た
稲
穂
を
連
想
さ
せ
る
チ
ヂ
レ
、
螺
施
状
の
ち
ぢ
れ
を
全
く
つ
け
ず
、
玄
関
ロ
に
長
く
吊 

り
下
げ
ら
れ
る
ノ
シ
な
ど
、
そ
の
形
に
は
、
多
種
多
様
な
も
の
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、
幣
束
や
花
を
は
じ
め
、
稲
穂
、
蚕
、
朝
日
な
ど 

を
特
長
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
小
正
月
の
全
体
的
な
象
徴
と
し
て
、
豊
穣
へ
の
願
い
が
直
接
的
に
込
め
ら
れ
た
ッ
ク
リ
モ
ノ
と
言
え 

る
〇



1 ダン(段)バナ

ハナ(花)
吾妻郡六合村入山 山本直義氏製作 

全長19.8 cm幅13.0c抓他 (吾妻)

ハナ(花)
吾妻郡六合村入山 中沢一孝氏製作 

全長35.5 c/n幅21.5cm他 (吾妻)

クバリバナ(配り花)
利根郡水上町粟沢 阿部 隆氏製作 

全長22.2 cm他 (利根)

ハナ(花)

多野郡上野村櫓原 滝上夏男氏製作 

全長22ふcm幅1.8隱他 (西毛)

カキバナ(搔き花)
利根郡水上町寺間山田利治氏製作 

全長21.5 cm他 (利根)

ハナ(花)
佐波郡玉村町箱石猪野松次郎氏製作 

全長31.0 cm他 (中東毛)



ケーダレ(花)
甘楽郡下仁田町上小坂 斎藤治郎氏製作 

全長16.0径0.8c抓他 (西毛)

カドカザリ(門飾り)
伊勢崎市上之宮町 岡本武夫氏製作 

全長17.0 径2.0r货 (中東毛)

ハナ(花)

吾妻郡中之条町大塚 松井次郎氏製作 

全長49.0 cm他 (吾妻)

ナゲバナ(投げ花)
北群馬郡小野上村村上 石川広吉氏製作 

全長18. 2挪他 (吾妻)

ハナ(花)
利根郡新治村入須川 富沢佳年氏製作 
全長24.5^径2.2 cm (利根)

オオバナ(大花)
甘楽郡甘楽町造石 浅香英雄氏製作
全長24. 5 cm,径2. 2 cm (西毛う



コバナ(小花)

甘楽郡甘楽町造石浅香英雄氏製作 

全長17.0e/n径1.1cm (西毛)

オオバナ(大花)
碓氷郡松井田町新堀 上原富次氏製作 

全長38.0e饥径1.2他 (西毛)

ハナ(花)
群馬郡榛名町下里見 里見又市氏製作 

全長22. 0 cot径1.〇 cot他 (西毛)

ハナ(花)
利根郡利根村菌原 富岡利雄氏製作

全長3 2. 4 cot径3. 6 cot他 (利根)

カキバナ(搔き花)
藤岡市金井 関沼豊太郎氏製作

全長45.5cot径2.7cot他 (西毛)



ハナ(花)

藤岡市金井 関沼円蔵氏製作

全長33. 7 cm径1.4 cm,他 (西毛)

ハナ(花)

北群馬郡子持村上白井 後藤省三氏製作 

全長29. 8 cm他 (吾妻)

ハナ(花)

吾妻郡吾妻町松谷 野口保雄氏製作

全長34. 9娜他 (吾妻)

ナゲバナ(投げ花)

吾妻郡中之条町五反田 唐沢姫雄氏製作 

全長34. 〇 cm他 (吾妻)

ジ
ジ
ン
サ
マ
ノ
ハ
ナ(

地
神
様
の
花)

北
群
馬
郡
小
野
上
村
村
上
石
川
広
吉
氏
製
作 

全

長

42.〇8 

(

吾
妻)

ニダンノハナ(二段の花)

勢多郡粕川村月田 石橋藤三郎氏製作 

全長18.7m他 (中東毛)



ハナ(花)

勢多郡大胡町茂木 林 利蔵氏製作

全長29. 2 c/n径2. 8 cm他 (中東毛)

ハナ(花)

新田郡薮塚本町大久保永田隆一氏製作 

全長33. 2 c/n径1.^cm他 (中東毛)

ハナ(花) ニダンバナ(二段花)
勢多郡黒保根村下田沢 大塚耕作氏製作 前橋市飯土井町 石綿信雄氏製作

全長39. 3 cm径2.1cm (中東毛) 全長35.8 cm径2. 6 cm他 (中東毛)

ハナ(花)

勢多郡宮城村市之関 角田林作氏製作

全長36.0 cm他 (中東毛)

サンダンバナ(三段花)

館林市日向町 吉田嶽蔵氏製作

全長40.7cm径2.0cm他 (中東毛)



ハナ(花)

多野郡中里村神ヶ原高橋登美治氏製作

全長50.2m径1.5m他 (西毛) 

ジュウロクダンバナ(十六段花)

ズ馬郡小野上村村上 石川広吉氏製作

全長153. 5 m他 (吾妻)

ジュウニダンバナ(十二段花)

甘楽郡甘楽町造石 浅香英雄氏製作

全長56.7m径1.7 m他 (西毛) 

ジュウロクダンバナ(十六段花)
甘楽郡甘楽町造石 浅香英雄氏製作

全長6 4. 7 m径1.7 m他 (西毛)



ジュウロクケーダレ(十六ケーダレ) 
甘楽郡下仁田町上小坂

斎藤治郎氏製作 

全長53. 2 cm径1.6娜他(西毛)

ジュウロクダンノハナ
(十六段の花)
佐波郡赤堀町今井

、板野豊作氏製作
全長155. 0 (中東毛)

ジュウロクダンバナ
(十六段花)

勢多郡黒保根村下田沢

尾池住夫氏製作

全長307.0娜(中東毛)

ジュウロクバナ(十六花)
北群馬郡子持村上白井 後藤省三氏製作

全長20〇. 〇 cm (吾妻) 

ジュウロクバナ(十六花)
吾妻郡吾妻町松谷 野口保雄氏製作

全長189. 〇 cm他 (吾妻)



ジュウロクバナ(十六花)

吾妻郡中之条町五反田唐沢姫雄氏製作

全長277. 0 c/n他 (吾妻) 

ジュウロクバナ(十六花)

藤岡市金井 関沼円蔵氏製作

全長16 8. 0 cw他 (西毛)

ハナ(花)
高崎市上小犒町 清水儀平氏製作

全長194. 0^他 (補充)

ジュウロクテンジン(十六テンジン)
多野郡上野村櫓原 滝上夏男氏製作

全長47. 〇 cm, (西毛)



2 クルマバナ

ハナ(花)

利根郡白沢村尾合 山田 勝氏製作
7.0 X 10.0cm 他 (利根)

クルマバナ(車花)

北群馬郡小野上村村上石川広吉氏製作

全長23.4 cmハナ径16.5c；tz (吾妻)

クルマッパナ(車花)

吾妻郡中之条町五反田富沢義真喜氏製作

全長4〇. 〇 cmハナ径16. 5挪他 (吾妻)

ハナ(花)

山田郡大間々町小平 赤石恒男氏製作

全長39. 5 c饥 ハナ径26.0 c饥他(中東毛)

ニジュウバナ(二十花)
多野郡上野村櫓原 滝上夏男氏製作

全長3 6.0 c饥幅29.0 c^i径2.5c;n (西毛)

カ
ザ
リ
バ
ナ(

飾
り
花)

北
群
馬
郡
子
持
村
上
白
井
後
藤
省
三
氏
製
作 

全
長 

g

他 

(

吾
妻)



ジュウロクバナ(十六花)

多野郡上野村横原 (西毛)

全長38.5 幅20.0 径2.8 c饥

滝上夏男氏製

ハツンヨワンノ V八忖个干ノ

北群馬郡子持村村上 石川広吉氏製作

33.5 X 52.0cw (西毛)

ハナ(花)

勢多郡黒保根村上田沢小池幸市氏製作

全長70. 5 cm (中東毛)



3 チ デ レ

ホダレ(穂垂れ)
吾妻郡中之条町五反田

富沢義真喜氏製作

ハナ長67.0ハナ径3.2c饥
柄長46.0C/7Z (吾妻)

チチ’レバナ(チヂレ花)

利根郡片品村土出 梅沢千代松氏製作

全長58. Oc饥他 ,.、(利根)

ハナ(花)

利根郡利根村菌原 富岡利雄氏製作

全長32.3 cm他 (利根)

チデレバナ(チデレ花)

利根郡片品村土出 高山岩造氏製作

全長55. Oczn他 (利根)

チ
デ
レ
バ
ナ(

チ
デ
レ
花)

利
根
郡
片
品
村
土
出
高
山
岩
造
氏
製
作 

全
長
33D
挪

径

9.0
挪 

(

利
根)



ツルシバナ(吊し花)

北群馬郡小野上村村上 石川広吉氏製作

全長47. 5 他 (吾妻)

チデレバナ(チヂレ花)

利根郡利根村菌原 富岡利雄氏製作

全長 61.0 径 3.2cztz (利根)

カキバナ ツル(搔き花鶴)

吾妻郡中之条町大塚飯塚貞文氏製作

63.0 X 9.5 cm (補充)

カキバナカメ(搔き花亀)

吾妻郡中之条町大塚飯塚貞文氏製作 

60.0 X 15.0 (補充)



シノ
4

ノシ(伸し)

吾妻郡中之条町五反田富沢義真喜氏製作 

全長80.0 径5.4cw (吾妻)

ノシ(伸し)

利根郡片品村土出 高山岩造氏製作 

全長83.0 cm径1.5 cm (利根)



5 そ の 他

ホダレナタ(穂垂れ鉈)

吾妻郡吾妻町三島 丸橋祐男氏寄贈

全長20.3c沉 刃部8.0X5.5挪 (歴博)

クルミノシンメ (クルミの新芽)

利根郡水上町粟沢柯部隆氏製作

全長43. 5c;w他 (利根)

ハナカキナタ(花搔き鉈)

勢多郡赤城村滝沢 岩田昭三氏寄贈

全長25.3 cm刃部16. 2 cot

"21.5 cm " 9.3 cm (歴博)
ハナカキ(花搔き)

利根郡片品村土出高山岩造氏寄贈 

全長19.2咖刃部3.2挪 (歴博)



B
 

農

の

ツ

ク

リ

モ

ノ

小
正
月
行
事
は
、
そ
の
年
の
農
作
業
の
豊
か
な
み
の
り
や
農
作
業
の
形
を
示
し
豊
作
を
祈
願
す
る
予
祝
行
事
が
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
。 

「農
の
正
月
」
と
も
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

県
内
で
は
、
農
道
具
の
模
造
品
を
は
じ
め
、
福
俵
や
粟
穂
稗
穂
な
ど
の
製
作
が
知
ら
れ
て
い
る
。
オ
ッ
カ
ド(

ヌ
ル
デ)

の
木
を
用
い
て
、
 

テ
ン
ガ(

鍬)
.

エ
ン
ガ(

鋤)

を
は
じ
め
、
鉈
•

斧
•

鋸
.

ッ
ル
ハ
シ•

馬

鍬•

臼
•

杵
な
ど
の
農
道
具
を
作
り
、
刃
の
部
分
を
墨
で
塗 

っ
て
仕
上
げ
て
い
る
。
特
に
、
吾
妻
地
域
に
見
ら
れ
る
麻
ヒ
モ
や
ワ
ラ
ッ
ト
に
さ
げ
て
飾
る
と
こ
ろ
や
、
六
合
村
の
よ
ぅ
に
農
具
一
式
の
目 

録
を
半
紙
に
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
が
注
目
さ
れ
る
。
作
神
と
し
て
の
釜
神
様
へ
の
供
え
物
と
な
る
が
、
地
域
の
実
際
の
農
具
の
型
が
ッ 

ク
リ
モ
ノ
に
も
反
映
さ
れ
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

ま
た
、
オ
ッ
カ
ド
の
木
を
三
本
ま
た
は
五
本
に
束
ね
、
切
り
口
に
「
七
福
神
」
や

「
米
、
麦
、
大
豆
、
小
豆
、
蚕
」
な
ど
と
、
め
で
た
い 

言
葉
や
作
物
の
名
を
書
き
つ
け
る
と
こ
ろ
も
多
い
。
農
作
祈
願
の
タ
ワ
ラ
と
な
る
。

青
竹
の
先
を
割
り
、
そ
の
先
端
に
ア
ワ
と
ヒH

と
を
模
し
た
オ
ッ
カ
ド
の
木
を
差
し
込
み
、
堆
肥
を
積
み
上
げ
た
上
に
立
て
る
が
、
ア
ワ 

と
ヒ
エ
と
い
ぅ
特
定
の
作
物
に
限
定
し
て
い
た
予
祝
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。
ア
ワ
ボ
ヒ
エ
ボ
に
削
り
を
入
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
 

竹
の
先
端
に
一
段
の
ハ
ナ
を
付
け
た
り
し
た
。



1 農 道 具

ノウグイッシキ(農具一式)

吾妻郡吾妻町松谷小池喜次郎氏製作

全長39.0 cm (吾妻)

ノウグイッシキ(農具一式)

吾妻郡吾妻町松谷 野口保雄氏製作

全長64. 5 (吾妻)

J勹づ(農具；)
吾妻郡中之条町大塚 松井次郎氏製作

全長19.5 cm他 (吾妻)

ノウグ(農具)

多野郡中里村qヶ原高橋登美治氏製作

高さ3 3.0 cot幅52.0 cot (西毛)



ホウノウカマガミサマ(奉納釜神様)

吾妻郡六合村入山 山本直義氏製作

18.1 X 25. 6 (吾妻)

エンガ(柄鍬)
甘楽郡甘楽町造石 浅香英雄氏製作

11.0X3.3X17.3^ 他 (西毛)

エンガ(柄鍬)

碓氷郡松井田町新堀 上原富次氏製作 

15.8X3.0X21.7c饥他 (西毛)

トウグワ(唐鍬)
甘楽郡甘楽町造石 浅香英雄氏製作

全長19. 0 C77J (西毛)

テンガ(鍬)

甘楽郡甘楽町造石 浅香英雄氏製作

8.3 X 2.5 X 22.2 (西毛)

サンチュウテンガ(山中鍬)

甘楽郡下仁田町青倉 神戸国吉氏製作

全長 2 7.0 瓜 〇. 5 cm, 9.1 X 3.5 cot 
(西毛)



クサカキ(草搔き)

甘楽郡甘楽町造石 浅香英雄氏製作

3.3X3.3X20.5 cm (西毛)

ウスキネ(日杵)

利g郡新治村入須川 富沢佳年氏製作

(臼)高 5. 7 cm 径 5.5 X 6.0 cot

(杵)全長11.0cm他 (利根)

キネ(杵)
多野郡上野村樯原 滝上夏男氏製作 

全長18. 8 c沉 (西毛)

キネ(杵)
甘楽郡甘楽町造石 浅香英雄氏製作

全長.18. 2 cot (西毛)

キネ(杵)
碓氷郡松井田町新堀 上原富夫氏製作 

全長17. 5 cot (西毛)

タテギネ(立杵)

多野郡上野村横原 滝上夏男氏製作

全長2 4. 6 cot径5. 3 cot (西毛)



タテギネ(立杵)

勢多郡黒保根村下田沢 大塚耕作氏製作 

全長27 A cm径4.9ew (中東毛)

ウチデノコヅチ(打ち出の小槌)

勢多郡東村小夜戸 新井 豊氏製作 

全長25. 5 柄径2. 9娜他(中東毛)

2 福 俵

コメダワラヒエダワラ(米俵稗俵)

吾妻郡吾妻町松谷 野口保雄氏製作

全高43. 〇 cm全長35. 5 cw (吾妻)

アワダワラヒエダワラ(粟俵稗俵)

吾妻郡孀恋村門貝 滝沢正男氏製作

全高35. 0 cot全長47. Ocw (吾妻)

フクダワラ(福俵)

多野郡万場町万場 斎藤茂三郎氏製作 

全高8. 6 cm,全長11.7 cm (西毛)



フクダワラ(福俵)

利根郡新治村東峰須川 本多憲作氏製作 

全高22. 5 cw全長26.0 cm (利根)

フクダワラ(福俵)

多野郡上野村櫓原 滝上夏男氏製作 

全高22. 2 cm 全長21.5 cm (西毛)

ワクダワラ(福俵)

多野郡上野村神ヶ原 高橋登美治氏製作 

全高2 4.8 cm全長2 2. 0 cm (西毛)

ワクダワラ(福俵)

甘楽郡南牧村大日向 市川太平氏製作 

全高13.0 cm全長14.5 cm (西毛)

フクダワラ(福俵)

甘楽郡下仁田町上小坂斎藤治郎氏製作 

全高17. 2 cm全長18. 0 cm (西毛)

フクダワラ(福俵)

利根郡片品村土出 高山岩造氏製作 

全高15. 0 cm全長16. 5 cm (利根)



フクダワラ(福俵)

利根郡片品村土出 梅沢千代松氏製作

全高17.8 cm全長20.5 cm (利根)

3 アワボヒエボ

アワボヒエボ(粟穂稗穂)

多野郡中里村神ヶ原高橋登美治氏製作 

全長75.0cm他 (西毛)

カッカラボッコ(粟穂稗穂)
多野郡中里村神ヶ原 高橋登美治氏製作 

全長47. 他 (西毛)

アーボヒーボ(粟穂稗穂)

多野郡万場町万場斎藤茂三郎氏製作 

全長62. 0 c/Tz他



アワボヒエボ(粟穂稗穂)

北群馬郡子持村上白井

後藤省三氏製作

全高101.0⑽ (吾妻)

アーボヒーボ(粟穂稗穂)

吾妻郡吾妻町松谷

野口保雄氏製作

全高198.0娜 (吾妻)

アーボヒーボ(粟穂稗穂)

吾妻郡中之条町五反田

唐沢姫雄氏製作

全高151.0挪 (吾妻)

アワボヒエボ(粟穂稗穂)

多野郡上野村櫓原

滝上夏男氏製作

全高120.0挪 (西毛)

アーボヒーポ(粟穂稗穂)

吾妻郡吾妻町松谷

小池喜次郎氏製作

全高127. 0c^ (吾妻)



アーボヒーボ(粟穂稗穂)

利根郡新治村羽場 原沢一郎氏製作

全高202.。 6:饥 (利根)

アワボヒエボ(粟穂稗穂)

沼田市佐山町 戸部一氏製作

全高210.0挪 (利根)

アーボヒーボ(栗穂稗穂)

勢多郡赤城村見立 鳥山長寿氏製作

全高178.。 cm (中東毛)

アーボヒーボ(粟穂稗穂)

沼田市下川田町 田中長重氏製作

全高141.0 (利根)



タイヒノ/、ナ(堆肥の花)

吾妻郡六合村入th 中沢一孝氏製作 

全高100. 5 cm幅19. 5 cm (吾妻)

4 そ の 他

ノ、イカキ(灰搔き)

多野郡万場町塩沢 高橋貞義氏製作

全長30. 0 cm (歴博)



C
 

年 

占 

用 

具

小
正
月
の
行
事
の
中
に
そ
の
年
の
農
作
物
の
豊
凶
を
占
う
年
占
が
あ
る
。
十
五
日
に
小
豆
粥
を
炊
い
て
粥
搔
き
棒
で
搔
き
ま
わ
し
、
米
粒 

の
つ
き
方
で
そ
の
年
の
作
柄
を
占
う
行
事
が
各
地
に
伝
え
ら
れ
る
。
粥
搔
き
棒
は
、
オ
ッ
ヵ
ド
な
ど
の
木
を
適
当
な
長
さ
に
切
り
、
下
部
を 

杭
状
に
と
が
ら
せ
、
上
部
は
ナ
タ
で
四
つ
割
り
と
し
て
作
る
。
そ
こ
へ
は
、

マ
ユ
玉
や
餅
き
れ
を
挟
む
と
こ
ろ
も
多
い
。
粥
を
搔
き
ま
わ
す 

際
に
唱
え
ご
と
が
な
さ
れ
、
田
の
代
搔
き
に
見
立
て
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
終
わ
る
と
粥
搔
き
棒
は
半
紙
に
包
ま
れ
て
神
棚
に
上
げ
ら
れ
、
苗 

代
づ
く
り
の
際
に
水
口
に
立
て
た
り
す
る
。

ノ
十
五
日
粥
を
食
べ
る
た
め
に
作
る
ハ
ラ
ミ
箸
は
、
真
中
の
部
分
が
太
く
作
ら
れ
た
も
の
で
、
稲
の
穂
ば
ら
み
の
状
態
を
示
し
た
も
の
と
い 

う
。
十
五
日
粥
は
、
ど
ん
な
に
熱
く
と
も
吹
い
て
食
べ
て
は
い
け
な
い
と
い
わ
れ
、
吹
い
て
食
べ
る
と
「
田
植
に
風
が
吹
く
」
と
い
う
。
水 

上
町
で
は
、
ク
ル
ミ
の
木
で
作
っ
た
ハ
ラ
ミ
箸
を
十
文
字
に
組
合
わ
せ
て
ヮ
ラ
で
結
び
、
屋
根
裏
に
投
げ
上
げ
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
箸
は
家 

族
分
の
組
数
を
作
る
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
そ
れ
に
一
本(

ハ
シ)

を
加
え
た
り
、
神
様
の
分
ま
で
作
り
、
上
げ
る
と
こ
ろ
も
見
ら
れ
る
。

ま
た
、

ョ
シ
を
編
ん
で
オ
ッ
ッ
を
作
り
、

一
月
十
四
日
の
夜
、
こ
の
ッ
ッ
に
入
っ
た
お
粥
の
多
少
で
作
物
の
出
来
を
占
う
孀
恋
村
鎌
原
神 

社
の
簡
粥
神
事
な
ど
も
見
ら
れ
る
。



1 カユカキ棒

カユカキボウ(粥搔き棒)

北群馬郡子持村上白井 後藤省三氏製作 

長52.7 cm径10.2 cm他 (吾妻)

カユカキボウ(粥搔き棒)

吾妻郡吾妻町松谷 野口保雄氏製作

長23.3 cm径4. 7 cm他 (吾妻)

ケエカキボウ(粥搔き棒)

吾妻郡中之条町大塚 松井次郎氏製作 

長27.0 cm径5. 7 cm他 (吾妻)

カユカキボウ(粥搔き棒)

吾妻郡中之条町五反田 唐沢姫雄氏製作 

長25. 0 cm 径5. 8 cm他 (吾妻)

カユカキボウ(粥搔き棒)
吾妻郡吾妻町松谷 小池喜次郎氏製作 

長23.0c饥径6.8c机他 (吾妻)



カユカキボウ(粥搔き棒)

北群馬郡小野上村村上 石川広吉氏製作 

長15.2 径3.1cot他 (吾妻)

カユカキボウ(粥搔き棒)

安中市鷺宮森泉七四郎氏製作 

長 3 4. 0 cot 幅10. 2 cot (西毛)

カユカキボウ(粥搔き棒)

多野郡中里村神ヶ原 高橋登美治氏製作 

長26. 4 cot径3. 〇 cot他 (西毛)

カユカキボウ(粥搔き棒)
多野郡万場町万場 斎藤茂三郎氏製作 

長28. 5 cot他 (西毛)

カユカキボウ(粥搔き棒)

藤岡市金井 関沼円蔵氏製作

長49. 5 cot他 (西毛)

カユカキボウ(粥搔き棒)

甘楽郡南牧村大日向 市川太平氏製作 

長4 2. 0 cot径4. 〇 cot他 (西毛)



カユカキボウ(粥搔き棒)

吾妻郡濡恋村門貝 滝沢正男氏製作

長48. 7 cm,径4. 8 cm他 (吾妻)

カユカキボウ(粥搔き棒)

利根郡利根村穴原 中沢信英氏製作

長27. 5 cm 径2. 5 cm他 (利根)

カユカキボウ(粥搔き棒)

利根郡月夜野町小川 田村秀夫氏製作

長28. 5 m径6. 5 cm他 (利根)

カユカキボウ(粥搔き棒)

利根郡新治村入須川 富沢佳年氏製作

長26. 0 径6. 4 cm他 (利根)

カユカキボウ(粥搔き棒)

新田郡笠懸町阿左美藤生作十郎氏製作 

長63. Oc抓径7. 〇 cm他 (中東毛)

カユカキボウ(粥搔き棒)

利根郡水上町粟沢 阿部 隆氏製作

長21.5 径4. 〇 cm他 (利根)



カユカキボウ(粥搔き棒)

勢多郡富士見村米野 柳井久雄氏製作

長3 4. 2 cot 径3. 〇 cot他 (中東毛)

カユカキボウ(粥搔き棒)

前橋市荻窪町 青木博久氏製作

長43. 5 cot径2. 2 cot他 (中東毛)

カユカキ不ワI粥插さ悴9
伊勢崎市稲荷町 重田照蔵氏製作

長36. 5 cot径3. 〇 cot他 (中東毛)

カユカキボウ(粥搔き棒)

高崎市上小墙町 清水儀平氏製作

長42. 5 cot 径3. 5 cot他 (補充)

2 ハラミ箸

北馬郡子持村上白井 後藤省三氏製作

長24.8 幅2. 3 cot他 (吾妻) 

ノ、ラミバシ(孕み箸)
吾妻郡吾妻町松谷 野口保雄氏製作

長22.8 他 (吾妻)



ハラミバシ(孕み箸)
吾妻郡中之条町大塚 松井次郎氏製作

長25. 幅2. Gem他 (吾妻)

ハラミバシ(孕み箸)

吾妻郡中之条阿五反田 唐沢姫雄氏製作

長21.5 幅4.0 cm他 (吾妻)

ハラミバシ(孕み箸)
吾妻郡吾妻町松谷 小池喜次郎氏製作

長22. 9 幅3.0 cm他 (吾妻)

ハラミバシ(孕み箸)

北群馬郡小野上村村上石川広吉氏製作

長15. 4ew幅1.5 cm他 (吾妻)

ハラミバシ(孕み箸)
吾妻郡濡恋村_門貝 滝沢正男氏製作

長30. 0 幅2.2 cm他 (吾妻)

ハラミバシ(孕み箸)

甘楽郡南牧村大日向 市川太平氏製作

長2^.2 cm他 (西毛)



ハラミバシ(孕み箸)
多野郡万場町万場 斎藤茂三郎氏製作

長2 4. 0 他 (西毛)

ハラミバシ(孕み箸)
利根郡月夜野町上牧 石井周治氏製作

長22.8 cm幅1.2c^他 (利根)

ハラミバシ(孕み箸)
利根郡新治村羽場 原沢一郎氏製作

長29.2 cm幅2.7 cm他 (利根)

ハラミバシ(孕み箸)

勢多郡富士見村米野 柳井久雄氏製作

長22.4 cm幅1.6 cm他 (中東毛)

ハラミバシ(孕み箸)
勢多郡新里村UJ上 須永利隆氏製作

長29. 5 cm幅1.4 cm他 (中東毛)

ハラミバシ(孕み箸)
高崎市上小墙町 清水儀平氏製作

長27. 9 cm幅1.2 cm他 (補充)



3 そ の 他

オツツ(御筒)

吾妻郡濡恋村鎌原 山崎節男氏製作

41.5X8.0 挪 (歴博)



D
 

神

像
•

木

刀

等

吾
妻
郡
内
に
見
ら
れ
る
男
女
一
対
の
木
像
道
祖
神
に
は
、
多
彩
な
形
態
の
も
の
が
あ
る
。
ヌ
ル
デ
の
木
を
切
り
、
皮
を
剝
い
だ
と
こ
ろ
に 

男
神
、
女
神
そ
れ
ぞ
れ
の
顔
を
描
い
た
も
の
が
多
く
、
表
情
豊
か
な
特
徴
的
な
木
像
神
像
で
あ
る
。
吾
妻
町
三
島
で
は
「作
大
将
」
、
同
町 

松
谷
で
は
「作
男
作
女
」
と
呼
ば
れ
る
。
正
月
十
四
日
に
作
ら
れ
、
床
の
間
や
神
棚
な
ど
に
飾
ら
れ
る
〇
そ
の
夜
膳
立
て
し
て
供
え
た
後
、
 

ド
ン
ド
ン
焼
き
で
燃
さ
れ
る
が
、
石
像
の
道
祖
神
の
と
こ
ろ
へ
納
め
た
り
す
る
所
も
見
受
け
ら
れ
る
。
道
祖
神
は
火
悪
さ
が
好
き
な
の
で
、
 

家
に
何
晚
も
泊
め
て
は
い
け
な
い
と
い
ぅ
。

「作

男•

作
女
」

「作
大
将
」
は
燃
す
こ
と
は
し
な
い
。

.
ま
た
、
六
合
村
入
山
地
区
で
は
、
畑
の
守
り
神
と
さ
れ
る
カ
カ
シ
神
を
作
っ
て
祀
る
。
カ
カ
シ
神
は
一
年
中
神
棚
に
の
せ
て
お
い
て
新
し 

い
も
の
と
取
り
替
え
る
が
、
正
月
が
す
む
と
畑
ぎ
わ
に
持
っ
て
行
く
家
も
あ
る
。

木
刀
類
で
は
、
オ
ッ
カ
ド
で
作
る
カ
タ
ナ
が
西
毛
地
域
に
集
中
し
て
見
ら
れ
る
。
ド
ン
ド
ン
焼
き
に
持
っ
て
行
き
、
焦
が
し
た
も
の
を
卜 

ボ
グ
チ
に
飾
っ
て
魔
除
け
と
す
る
。
オ
ッ
カ
ド
の
皮
を
剝
い
だ
も
の
や
フ
ジ
ッ
ル
を
刀
身
の
部
分
に
巻
い
て
焦
が
す
と
こ
ろ
も
あ
り
、
縞
状 

の
模
様
が
つ
い
た
大
小
二
本
を
飾
り
つ
け
て
い
る
。

水
上
町
で
は
、
カ
タ
ナ
を
ド
ッ
コ
ィ
と
呼
び
、
ク
ル
ミ
の
木
に
丸
い
ッ
バ
を
つ
け
、
ド
ン
ド
ン
焼
き
で
焼
い
た
も
の
を
軒
や
天
井
裏
に
さ 

し
て
お
い
て
火
伏
せ
に
し
た
と
い
ぅ
。

正
月
十
四
日
は
便
所
の
神
様
を
祭
る
日
で
も
あ
り
、
利
根
郡
各
地
で
は
セ
ッ
チ
ン
ビ
ナ
、
セ
ッ
チ
ン
ヨ
メ
ゴ
な
ど
と
呼
ん
で
、
男
女
一
組 

の
紙
人
形
を
作
り
、
毎
年
便
所
内
に
掛
け
て
供
え
物
を
し
て
い
る
所
が
見
ら
れ
る
。



1 木 像

ドウソジン(道祖神)

吾妻郡六合村入山 山本直義氏製作 

径4.1娜高14. 7^他 (吾妻)

ドウソジン(道祖神)

吾妻郡六合村入山 山本直義氏製作 

径G.2cm高14.7 cm他 (吾妻)

ドウソジン(道祖神)

吾妻郡中之条町大塚松井次郎氏製作 

径 8. 5 cm 高16. 2 cm (吾妻)

ドウソジン(道祖神)

吾妻郡中之条町五反田唐沢姫雄氏製作 

径5.3c饥 高11.3 cm他 (吾妻)



ドウソジン(道祖神)

吾妻郡濡恋村門貝 滝沢正男氏製作 

径5.8挪 高17.8cm他 (吾妻)

カカシガミ(案々子神)
吾妻郡六合村入山 山本直義氏製作 

径7. Oc;n高17. 4 c饥 (吾妻)

サクオトコサクオンナ(作男作女)
吾妻郡吾妻町松谷 野口保雄氏製作

径5. 〇挪高10. 5 c机他 (吾妻)
サクオトコサクオンナ(作男作女)

吾妻郡中之条町大塚 松井次郎氏製作 

径5. 5 cm 高16. 6 c饥他 (吾妻)



刀木
2

ワキザシ(脇差)
多野郡万場町万場 斎藤茂三郎氏製作

径2.4 cm長2 8. 0 他 (西毛)

ドッコイ(刀)

利根郡水上町粟沢 阿部 隆氏製作

径1.〇 cm 長 58. 5 cw (利根)

ワ卞ザシ く脇差

多野郡万場町万場斎藤茂三郎氏製作

径 3. 9 cm 長 7 8. 0 (西毛)

カタナ(刀)
藤岡市金井 関沼円蔵氏製作

径3.0c^長47.8 cm他 (西毛)

カタナ(大小)
勢多郡黒保根村上田沢 小池幸市氏製ft 

径3.6cw長73.7¢饥ハナ長34.。 cot他

(中東毛)

ワキザシ(大小)

碓氷郡松井田町新堀 上原富次氏製作 

径3.8 cm 長6 8. 0 cot他 (西毛)



カタナ(刀)

多野郡上野村横原滝上夏男氏製作

径 8. 2 cm 長129. 0 cw (西毛)

カタナ(刀)
多野郡中里村神ヶ原高橋登美治氏製作

径 8.3 cm 長125. Oc^ (西毛)

オキンマラ(刀)

多野郡上野村櫓原 滝上夏男氏製作

径13. 5 C77J 長 5 3. 5 (西毛)

オキンマラ(刀)
多野郡中里村神ヶ原 高橋登美治氏製作

径12. 0 長 49. 2 cm (西毛)

オキンマラ(刀)

甘楽郡南牧村大日向 市川太平氏製作

径 9. 3 cm 長 47. 2 cm (西毛)



3 道祖神祭り用具

ドウソジンノノボリ(道祖神の幟)

前橋市上青梨子町笹沢周作氏製作 

95.0 X 24.0挪他 (中東毛)

カンジンボウ(勧進棒)

吾妻郡濡恋村門貝 滝沢正男氏製作 

全長63. 5 cm木径2.3咖(吾妻)

4 便所神様

セッチンビナ(雪隠雛)

利根郡川場村谷地 関 登志雄氏製作

14.5 X 17.2cm (利根)



5 そ の 他

オニノハ(鬼の歯)

多野郡上野村樯原 滝上夏男氏製作

22. 8X4. 2娜他 (西毛)

オニノハ(鬼の歯)

多野郡中原村神ヶ原高橋登美治氏製作

25.4 X 4.2c抓他 (西毛)



E
 

マ 

ユ 

ダ 

マ

そ
の
名
の
示
す
よ
ぅ
に
、
豊
蚕
を
祈
る
予
祝
の
た
め
に
作
る
と
い
わ
れ
、
県
内
で
は
マ
イ
ダ
マ
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。
利
根
地
域
で 

は
小
正
月
を
ダ
ン
ゴ
正
月
と
も
い
い
、
大
量
に
マ
ユ
ダ
マ
を
作
り
飾
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
材
料
と
し
て
は
、
米
の
粉
の
ほ
か
、
ア
ワ
・
 

ヒ
エ•

ト
ゥ
モ
ロ
コ
シ.

ソ
バ
等
の
粉
が
使
わ
れ
、
十
二
〜
十
四
日
頃
に
マ
ユ
ダ
マ
作
り
が
行
わ
れ
る
。

マ
ユ
ダ
マ
を
飾
る
木
は
、
ボ
ク
・
 

マ
イ
ダ
マ
木
と
呼
ば
れ
、
ヤ
マ
ク
ワ•

ミ
ズ
ブ
サ
を
は
じ
め
、
様
々
な
木
が
使
わ
れ
る
。
利
根
郡
内
で
は
、
門
松
に
用
い
た
笹
竹
を
家
の
中 

に
持
ち
込
み
、
蚕
神
で
あ
る
オ
シ
ラ
サ
マ
に
十
六
マ
イ
ダ
マ
を
さ
し
て
供
え
る
。
大
き
な
マ
ユ
形
の
も
の
十
六
個
の
中
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
小 

豆
が
一
粒
ず
つ
入
れ
ら
れ
カ
イ
コ
の
サ
ナ
ギ
を
意
味
す
る
と
い
ぅ
。

マ
ユ
ダ
マ
の
形
は
、
現
在
は
丸
い
も
の
が
一
般
的
だ
が
、
真
中
の
く
び
れ
た
マ
ユ
型
の
も
の
も
あ
る
〇
ま
た
、
オ
カ
イ
コ
と
ク
ワ
ノ
ハ
を 

は
じ
め
、
サ
ト
イ
モ
、.

ワ
タ
ノ
ハ
ナ
な
ど
諸
作
の
万
作
を
祈
願
し
た
も
の
が
そ
の
ま
ま
マ
ユ
ダ
マ
の
形
と
し
て
作
ら
れ
て
い
る
地
域
も
あ
る
。 

小
判
、
ソ
ロ
バ
ン
玉
の
形
を
マ
ユ
ダ
マ
と
と
も
に
ク
ワ
根
っ
子
に
つ
け
る
と
こ
ろ
や
鳥
や
花
の
形
を
作
る
も
の
も
あ
る
。

マ
ユ
ダ
マ
を
木
に
さ
す
こ
と
を
オ
コ
ア
ゲ(

上
簇)

と
い
い
、
取
り
外
す
こ
と
を
マ
ユ
カ
キ
と
呼
ぶ
な
ど
、
豊
蚕
の
予
祝
と
し
て
の
要
素 

は
強
い
が
、
そ
れ
の
み
で
な
い
こ
と
を
多
様
な
か
た
ち
の
マ
ユ
ダ
マ
が
示
し
て
い
る
。
中
•

東
毛
地
域
で
は
、
正
月
十
四
日
に
搗
い
た
若
餅 

と
呼
ば
れ
る
餅
を
小
さ
く
四
角
に
切
っ
て
さ
す
と
こ
ろ
も
あ
る
。



1 マ ュ ダ マ

タナカザリ(棚飾り)

藤岡市金井 関沼円蔵家

(西毛)

ザシキカザリ(座敷飾り)

沼田市下川田町 田中長重氏製作

全高90.0 m (利根)

メエダマカザリ(繭玉作り)

利根郡片品村土出 高山岩造氏製作 

全長100.0m (利根)

ジュウロク(十六)

沼田市下川田町 田中長重氏製作

全長65. 0 m (利根)



ジュウロクメエダマ(十六繭玉)

利根郡片品村花咲 高山茂男氏製作

全長99. 〇 cm, (利根)

ジュウロクダンゴ(十六団子)

利根郡川場村木賊 星野 甲氏製作

全長112. 0挪 (利根)

ケエヅカダンゴ(肥塚団子)

利根郡片品村土出 高山岩造氏製作

全長197. 0 (利根)

ケエヅカダンゴ(肥塚団子)

利根郡片品村土出 梅沢千代松氏製作

全長210. 0 cm (利根)



2 マユダマ木

クワノキ(桑の木)

吾妻郡吾妻町松谷 小池喜次郎氏寄贈 

全長47.5 cm (吾妻)

ダンゴノキ(団子の木)

利根郡水上町寺間 山田利治氏寄贈 

全長85. 0 他 (利根)

ハナガシ(花菓子)

吾妻郡中之条町五反田 唐沢姫雄氏寄贈 

(鯛)7.8 X 14.2 cm 他 (吾妻)

マユダマノカタ(繭玉の型)

多野郡鬼石町三波川小柏安治郎氏寄贈

7.5 X 7.8 X 2.0 cm 他 (歴博)



F
 

雉 

子 

車

小
正
月
の
ツ
ク
リ
モ
ノ
の
中
で
も
、
他
の
ツ
ク
リ
モ
ノ
と
趣
を
異
に
す
る
の
が
雉
子
車
で
あ
ろ
ぅ
。

ハ
ナ•

農
道
具•

ヵ
ユ
ヵ
キ
棒•

ハ
 

ラ
ミ
箸
な
ど
と
一
緒
に
作
ら
れ
る
場
合
が
多
く
、
十
四
日
夜
に
供
え
ら
れ
る
。
木
は
ヌ
ル
デ
を
用
い
、
素
木
ま
た
は
墨
書
に
よ
り
仕
上
げ
ら 

れ
る
も
の
が
殆
ど
で
あ
る
。
車
も
ヌ
ル
デ
を
輪
切
り
に
し
た
二
輪
車
の
み
で
あ
る
。
最
初
か
ら
の
玩
具
で
は
な
く
、
小
正
月
に
供
え
た
後
、
 

子
供
た
ち
に
与
え
ら
れ
る
点
に
意
味
が
あ
り
、
ド
ン
ド
ン
焼
き
に
も
引
い
て
い
か
れ
た
り
す
る
。
特
に
縁
起
は
な
く
、
売
ら
れ
る
こ
と
も
な 

い
。
県
内
で
は
、
北
西
部
吾
妻
郡
内
の
六
合
村•

長
野
原
町•

吾
妻
町
で
そ
の
製
作
が
確
認
さ
れ
い
て
る
。
六
合
村
入
山
地
区
で
は
、
木
鉢 

や
杓
子
な
ど
の
木
工
用
の
マ
ゲ
ッ
コ
ヮ
シ(

作
り
損
な
い)

で
作
る
が
、
製
作
時
期
も
小
正
月
に
限
定
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
ぅ
。

な
お
、
小
正
月
に
関
連
し
た
雉
子
車
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
群
馬
県
吾
妻
地
域
の
一
部
の
み
に
限
定
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
 

西
毛
地
域
の
多
野
郡
中
里
村
に
お
い
て
も
確
認
で
き
た
こ
と
を
附
記
し
て
お
き
た
い
。



1 雉 子 車

ゴショグルマ(雉子車)

多野郡中里村神ヶ原高橋登美治氏製作 

80.0 X 23.0 X 19. 5 c抓 (歴博)

キジグルマ(雉子車)

吾妻郡吾妻町岩下 海野恭斎氏製作

57.0 X 18. 0 X 18. 5挪 (歴博)

キジグルマ(雉子車)

吾妻郡六合村赤岩 富沢茂邦氏製作

49.5 X 18.5 X 27.5 cm (歴博)

キジグルマ(雉子車)
吾妻郡吾妻町三島 丸橋祐男氏製作

39.5 X 12.8 X 11.8c机他 (歴博)



キジグルマ(雉子車)

吾妻郡長野原町林 星河義一氏製作 
43.0 X 13.5 X 16. (歴博)

キジグルマ(雉子車)

吾妻郡長野原町川原畑 中島美一氏製作
41.5 X 12.0 X 20. 7(歴博)

キジグルマ(雉子車)

吾妻郡長野原町大津 市村平八郎氏製作

48.8 X 14.5 X 26. (歴博)

キジグルマ(雉子車)

吾妻郡長野原町横壁 萩原英一氏製作 

38.0 X 12.7 X 17.2cm (歴博)



キジグルマ(雉子車)
吾妻郡長野原町林 篠原芳男氏製作

42.8 X 13.0 X 23.0c饥 (歴博)

キジグルマ(雉子車)

吾妻郡長野原町大津 野口安次氏製作

44.5 X 13.3 X 12. (歴博)

キジグルマ(雉子車)

吾妻郡長野原町林 篠原荘一氏製作

34.2 X 12.3 X 14.0 cm 他 (歴博)

キジグルマ(雉子車)

吾妻郡長野原町羽根尾 黒岩治郎氏製作

16.6 X 8.0 X 8.4c饥他 (歴博)



小
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