
年

中

行

事

は

じ

め

に

風
俗
習
慣
の
改
廃
が
戦
後
は
急
激
に
進
み
、
年
中
行
事
も
実
際
に
行
な
わ
れ
る
こ 

と
は
極
め
て
少
な
く
な
っ
た
。
わ
ず
か
に
老
人
の
記
憶
の
中
に
残
る
こ
と
が
採
集
で 

き
る
状
態
の
も
の
も
か
な
り
あ
っ
た
。

当
地
は
東
毛
地
方
に
位
置
を
占
め
る
た
め
、
千
代
田
村
な
ど
と
似
か
よ
っ
た
行
事 

も
あ
る
が
、
川
が
少
な
く
て
江
戸
時
代
に
岡
上
用
水
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
た
大
原
か 

ら
西
部
の
畑
作
地
帯
は
、
東
部
の
山
寄
り
の
水
田
の
あ
る
地
帯
と
、
伝
承
も
か
な
り 

差
違
が
感
じ
ら
れ
る
。
記
述
に
当
っ
て
は
、
東
部
か
ら
西
部
へ
及
ぶ
よ
う
に
配
列
を 

考
慮
し
て
お
い
た
。

-

薮
塚
で
み
ら
れ
た
年
中
行
事
の
特
色
を
示
す
例
を
い
く
つ
か
取
り
上
げ
て
み
よ 

う
〇

正
月
の
年
始
を
受
け
る
日
を
セ
チ
と
呼
ん
で
、
本
家
分
家
で
寄
る
日
が
決
ま
っ
て 

い
る
所
が
あ
る
の
は
、
本
来
の
節
会
の
語
義
が
生
き
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
、っ
。

年
神
棚
を
ナ
ラ
の
木
を
割
っ
て
編
ん
だ
お
棚
板
で
作
っ
て
吊
る
家
が
多
か
っ
た
よ 

う
で
、
年
の
市
で
も
三
枚
か
五
枚
の
板
を
売
っ
て
い
た
と
い
う(

大
原)

。
ま
た
、
大 

久
保
で
は
ナ
ラ
の
板
を
十
二
枚
編
ん
で
年
神
棚
を
作
る
家
も
あ
り
、
そ
の
棚
に
オ
シ 

ラ
キ
や
鉢
に
供
え
物
を
盛
っ
て
供
え
た
。
十
六
日
に
は
屋
根
の
上
に
棚
こ
と
ほ
か
し 

上

げ

て

「
正
月
送
り
」
を
し
た
と
い
う
が
、
吉
井
町
な
ど
で
の
「
ホ
ウ
ソ
ウ
送
り
」 

に
す
の
こ
を
屋
根
に
上
げ
る
や
り
方
と
も
類
似
し
て
い
る
。
神
は
天
上
す
る
と
い
う 

信
仰
の
表
現
で
あ
ろ
う
。

小
正
月
に
オ
ミ
タ
マ
様
を
祭
る
風
習
も
顕
著
で
、
「
オ
ミ
タ
マ
様
は
年
神
様
と
夫
婦

だ
」
と
い
っ
て
、
必
ず
一
対
の
棚
を
部
屋
の
天
井
か
ら
向
か
い
合
わ
せ
て
吊
る
し
た 

と

い

う(

大
久
保)

。
才
、、、タ
マ
様
は
家
の
先
祖
の
霊
と
見
ら
れ
る
の
で
、
小
正
月
に 

祭
る
年
神
の
性
格
が
先
祖
神
に
近
い
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
よ
、っ
。
な
お 

小
正
月
の
供
え
物
と
し
て
米
の
飯
を
オ
タ
キ
ア
ゲ
に
し
て
鍋
の
ま
ま
、
あ
る
い
は
重 

箱
に
山
盛
り
に
し
て
、
あ
る
い
は
お
に
ぎ
り
に
し
て
、
十
二
本
の
オ
ッ
カ
ド
や
ウ
ツ
キ 

の
箸
を
立
て
て
供
え
る
の
を
「
ミ
タ
マ
ノ
飯
」
と
呼
ん
で
い
る
。
不
幸
の
時
の
霊
前 

の
に
ぎ
り
飯
や
枕
だ
ん
ご
に
、
箸
を
立
て
て
供
え
る
風
習
と
似
て
お
り
、
祖
霊
に
対 

す
る
供
え
物
の
一
つ
の
方
式
だ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
小
正
月
の
語
の
使
わ 

れ
方
は
少
な
か
っ
た
。

小

正

月

の

「成
り
木
責
め
」
は
盛
ん
だ
っ
た
ら
し
く
、
柿
の
木
に
マ
ユ
玉
を
ゆ
で 

た
湯
を
か
け
て
「成
ル
カ
成
ラ
ヌ
カ
、
成
ラ
ナ
キ
ャ
ブ
ッ
タ
切
ル
ゾ
」
な
ど
と
唱
え 

て
、
な
た
で
傷
つ
け
た
り
し
た
。
そ
の
時
に
正
月
の
幣
束
の
紙
を
ま
と
め
て
柿
の
木 

に
吊
す
呪
い
が
あ
り
、
千
代
田
村
で
も
見
ら
れ
た
。

マ
ユ
玉
の
ゆ
で
湯
を
家
の
回
り
に
ま
い
て
、
蛇
や
ム
カ
デ
除
け
、
魔
除
け
の
呪
い 

に
す
る
こ
と
は
ほ
か
で
も
聞
く
が
、
正
月
用
の
モ
チ
米
の
と
ぎ
水
を
風
呂
に
入
れ 

て
元
旦
の
朝
湯
を
た
て
る
と
、
蛇
や
ム
カ
デ
除
け
に
な
る
と
い
う
の
は
、
同
じ
よ
う 

に
白
濁
し
た
水
に
魔
除
け
の
霊
力
を
感
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

マ
ユ
玉
飾
り
の
時
、
柿
餅
と
い
っ
て
若
餅
を
供
え
餅
の
小
形
に
し
て
、
柿
の
枝
に 

十
二
個
さ
し
て
部
屋
に
吊
る
し
た
り
、
木
棉
の
花
の
形
に
こ
し
ら
え
て
木
の
枝
に
さ 

し
た
り
し
た
の
は
、

一
帯
が
柿
や
木
棉
の
栽
培
に
力
を
入
れ
て
い
た
こ
と
の
名
残
り 

で
あ
ろ
う
。

マ
ユ
玉
は
マ
ユ
形
ば
か
り
で
な
く
、
原
形
は
だ
ん
ご
や
餅
を
木
の
枝
に 

さ
し
て
実
の
り
を
表
現
し
た
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

道
祖
神
の
ド
ン
ド
ン
焼
き
は
早
く
か
ら
消
滅
し
た
ら
し
い
が
、
秋
祭
り
に
神
社
で



火
祭
り
を
し
て
い
た
。

二
十
日
正
月
の
エ
ビ
ス
講
に
、
カ

ケ

エ(

懸
魚)

と
い
う
生
魚
を
供
え
た
り
、
油 

揚
す
し
を
俵
の
形
に
干
ピ
ョ
ウ
で
卷
い
て
供
え
、
米
俵
が
た
く
さ
ん
取
れ
る
よ
う
に 

祈
っ
た
り
す
る
家
も
あ
る
。
座
敷
に
熊
手
や
ほ
う
き
を
飾
っ
て
、
財
産
を
は
き
こ
む 

よ
う
に
期
待
す
る
家
も
あ
る
と
か
。
な
お
、
金
を
か
せ
い
で
く
れ
る
エ
ビ
ス
様
は
か 

た
わ
者
だ
と
い
い
、
か
た
わ
者
の
家
に
は
金
が
で
き
る
と
い
わ
れ
る
の
も
興
味
深
い
。
 

二
月
の
コ
ト
八
日
に
は
、
赤
城
山
か
ら
鬼
が
来
る
と
い
っ
て
、
メ
ケ
エ
に
柊
を
さ 

し
竿
に
付
け
て
庭
先
に
立
て
「
水
も
流
さ
ぬ
コ
ト
八
日
」
と
い
っ
て
、
静
か
に
し
て 

夜
な
べ
仕
事
も
休
ん
だ
り
、
夜
間
に
は
き
物
を
外
に
脱
ぎ
す
て
て
置
く
と
鬼
が
来
て 

判
を
押
し
て
い
く
か
ら
と
、
取
り
こ
ん
だ
り
し
て
つ
つ
し
ん
だ
。

こ
こ
は
赤
城
山
が 

北
方
に
き
れ
い
に
浮
き
出
し
て
見
え
る
土
地
で
、
赤
城
山
は
鬼
神
の
去
来
す
る
霊
山 

と
し
て
信
仰
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
、っ
。

二
月
十
二
日
に
「
天
祭
り
」
と
い
っ
て
、
組
の
者
が
会
食
を
し
て
そ
の
年
の
役
員 

を
決
め
る
会
合
を
す
る
の
は
、
桐
生
地
区
に
も
あ
る
が
、
西
毛
地
方
の
甘
楽•

富
岡 

な
ど
で
ケ
ィ
ヤ
ク
と
呼
ん
で
い
る
行
事
と
同
様
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

三
月
の
ヒ
ナ
祭
り
に
、
古
く
な
っ
た
ヒ
ナ
人
形
を
川
へ
流
し
た
り
、
子
供
が
丈
夫 

に
育
つ
よ
う
に
金
魚
を
川
へ
流
し
た
り
す
る
と
い
う
の
は
、
ヒ
ナ
祭
り
が
人
形
に
人 

の
災
厄
を
た
け
て
流
す
厄
除
け
の
行
事
だ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 

一
月
六
日
お
よ
び
二
月
六
日
に
山
の
神
の
祭
り
を
す
る
の
は(

湯
ノ
入)

、
県
内
の 

北
部
で
十
二
日
、
南
部
で
十
七
日
に
山
の
神
を
祭
る
所
が
多
い
の
と
、
日
が
違
う
の 

に
注
目
し
た
い
。

夏
の
初
成
り
の
キ
ュ
ウ
リ
は
天
王
様
に
供
え
な
い
う
ち
に
食
べ
る
と
、
カ
ッ
パ
に 

川
へ
引
き
ず
り
こ
ま
れ
る
と
い
っ
た
り
、
初
ナ
ス
は
ク
ワ
の
枝
に
刺
し
て
畑
に
立
て 

て
お
天
道
様
に
供
え
る
と
い
う
の
は
、
初
物
を
ま
ず
神
に
供
え
る
感
謝
の
念
を
表
現 

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

七
夕
に
は
メ
ズ
ラ
畑
に
入
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
わ
れ
る
。
理
由
は
、
七
夕
様
が 

畑
で
恋
を
し
て
い
る
か
ら
と
か
、
疫
病
神
が
畑
で
子
を
生
ん
で
い
る
と
か
い
う
。

メ 

ズ
ラ
は
盆
棚
の
繩
に
か
け
て
供
え
る
の
が
初
物
な
の
で
、
そ
れ
以
前
の
採
取
を
禁
忌

し
た
も
の
で
あ
ろ
ぅ
か
。
ま
た
、
七
夕
は
荒
れ
日
だ
と
か
、
雨
が
三
粒
で
も
降
れ
ば 

よ
い
と
か
い
ぅ
の
は
、
都
会
風
の
星
祭
り
と
違
っ
て
、
農
村
で
雨
を
祈
っ
た
り
、
盆 

の
一
週
間
前
に
祖
霊
の
降
臨
を
迎
え
る
た
め
に
、
天
の
異
変
を
期
待
し
た
り
す
る
古 

風
が
感
じ
ら
れ
る
。

盆
の
日
取
り
が
七
月
二
十
三
日
、
八
月
十
三
日
、
八
月
二
十
三
日
、
九
月
一
日
と 

幾
通
り
に
も
変
わ
っ
た
の
は
、
畑
を
中
心
と
し
た
農
作
物
の
都
合
か
ら
で
あ
っ
た
。
 

盆
棚
の
上
に
カ
ツ
モ(

マ
コ
モ)

で
方
一
尺
く
ら
い
の
盆
ご
ざ
を
編
ん
で
敷
く
の
は
、
 

東
毛
地
方
の
マ
コ
モ
の
茂
る
所
に
見
ら
れ
る
が
、
正
月
棚
を
ナ
ラ
の
木
で
編
む
の
と 

同
じ
気
持
で
、
神
霊
の
座
と
し
て
考
え
た
も
の
で
あ
ろ
ぅ
。

新
盆
の
挨
拶
に
「結
構
な
お
盆
で
ご
ざ
い
ま
す
」(

山
ノ
神)

、
「
お
静
か
な
お
盆
様 

で
お
め
で
と
ぅ
ご
ざ
い
ま
す
」(

三
島)

な
ど
と
い
ぅ
の
は
、
盆
を
正
月
と
同
様
の
祝 

い
日
と
し
て
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
ぅ
。
最
近
の
挨
拶
は
、
「新
盆
で
誠
に
お
さ
び 

し
ゆ
ぅ
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
ぅ
よ
ぅ
に
変
わ
っ
て
き
た
。

八
月
に
行
事
が
少
な
い
の
は
、
地
域
が
ス
ィ
カ
の
一
大
産
地
で
農
繁
期
の
た
め
で 

あ
ろ
ぅ
。

八
朔
の
節
供
に
新
嫁
が
シ
ョ
ウ
ガ
を
持
っ
て
里
帰
り
す
る
風
習
は
県
下
に
広
く
見 

ら
れ
る
。
そ
の
タ
ナ
モ
ノ
ガ
エ
シ
と
し
て
、

マ
ス
や
箕
を
も
ら
っ
て
帰
る
の
は
「
ま 

す
ま
す
繁
昌
」
と

か

「
早
く
身
ご
も
る
よ
ぅ
に
」
と
か
緣
起
を
付
け
て
い
わ
れ
る
。

神
無
月
に
神
々
が
出
雲
国
へ
お
立
ち
す
る
時
、
オ
カ
マ
様
は
子
供
が
多
い
の
で
留 

守
居
を
し
て
い
る
か
ら
、
オ
カ
マ
ノ
ダ
ン
ゴ
を
た
く
さ
ん
供
え
る
と
い
ぅ
行
事
は
、
 

東
毛
地
方
に
盛
ん
ら
し
い
。

オ
ク
ン
チ
の
秋
祭
り
に
神
社
に
た
き
木
を
集
め
て
、

一
晚
中
た
き
火
を
し
て
オ
コ 

モ
リ
す
る
行
事
が
あ
っ
た
の
も
、
東
毛
地
方
に
盛
ん
な
祭
り
様
式
ら
し
い
。
秋
葉
神 

社
の
火
祭
り
な
ど
と
結
び
付
け
て
、
火
伏
せ
を
祈
る
と
い
ぅ
が
、
本
来
は
オ
コ
モ
リ 

の
た
め
の
オ
タ
キ
ア
ゲ
だ
っ
た
も
の
で
あ
う
っ
。
神
社
で
夜
ふ
か
し
を
し
た
若
衆
や 

子
供
た
ち
は
、
翌
朝
の
参
詣
人
の
赤
飯
を
も
ら
っ
て
食
べ
る
の
が
楽
し
み
だ
っ
た
と 

い
ぅ
。

旧
十
月
十
日
の
十
日
夜
の
餅
を
前
夜
の
九
日
に
つ
く
所
が
東
部
に
見
ら
れ
、
西
部



は
ふ
つ
う
と
同
じ
十
日
に
つ
い
て
い
る
。
九
日
に
餅
を
つ
く
理
由
は
、
昔
八
幡
太
郎 

が
奥
羽
征
伐
の
時
、
十
月
九
日
に
当
地
を
通
っ
た
の
で
餅
を
つ
い
て
祝
っ
た
か
ら
だ 

と
い
う
。
十
日
夜
の
餅
は
緣
組
み
餅
で
、
早
く
つ
く
ほ
ど
子
供
の
緣
組
み
が
早
い
と 

い
っ
て
、
緣
組
み
に
関
連
さ
せ
て
い
る
の
は
東
毛
地
方
に
著
し
い
。
十
日
夜
の
餅
を 

ワ
ラ
の
ツ
ト
ッ
コ
の
中
に
入
れ
て
供
え
る
と
、
神
様
が
出
雲
国
へ
担
い
で
行
く
と
か 

(

台)

、
ヵ
エ
ル
が
せ
お
っ
て
出
雲
へ
持
っ
て
行
く
と
か
い
う(

大
久
保)

。
今
年
の 

収
穫
祝
い
の
餅
を
受
け
た
神
が
出
雲
へ
行
く
と
い
う
信
仰
と
、
出
雲
に
集
ま
っ
た 

神
々
が
緣
組
み
を
す
る
と
い
う
伝
承
と
が
結
び
つ
い
た
も
の
で
、
ほ
ほ
え
ま
し
い
。
 

十
日
夜
の
餅
を
ィ
ノ
コ
餅
と
い
っ
て
、
月
数
の
十
二
個
作
っ
て
一
升
ま
す
に
入
れ
、
 

倉
の
米
俵
の
上
に
供
え
る
と
い
う
の
は(

滝
ノ
入)

、
珍
し
い
風
習
で
あ
る
。
と
く
に

「
ィ
ノ
コ
餅
」
と
呼
ぶ
例
は
県
内
で
は
少
な
い
の
で
注
目
し
た
い
。

な
お
、
十
日
夜
の
こ
ろ
、
新
米
と
小
豆
を
持
っ
て
、
三
夜
沢
の
赤
城
神
社
へ
餅
食 

い
に
出
か
け
た
と
い
う
が
、
田
の
神
を
山
へ
送
り
出
す
信
仰
と
の
関
連
も
考
え
ら
れ 

i

う
。

屋
敷
稲
荷
の
祭
り
日(

旧
十
一
月
十
五
日)

に
は
、
ワ
ラ
の
オ
ヵ
リ
屋
を
ふ
き
替 

る
の
で
、
石
宮
の
家
で
も
さ
ら
に
上 

へ
重
ね
て
ワ
ラ
屋
根
を
か
け
て
い
る
所
が
あ
る 

の
は
、
ワ
ラ
宮
か
ら
石
宮
へ
の
過
渡
期
と
も
見
ら
れ
る
し
、
村
の
神
社
を
定
置
す
る 

上
屋
の
や
り
方
に
も
似
通
っ
て
い
る
。

暮
の
餅
つ
き
に
は
臼
の
下
へ
ワ
ラ
を
十
文
字
に
敷
く
か 

ワ
ラ
の
根
本
を
北
と
東 

に
向
け
る
と
い
う(

滝
ノ
入)

の
も
お
も
し
ろ
い
。

こ
の
ょ
う
な
こ
と
に
も
一
定
の 

き
ま
り
が
あ
っ
た
も
の
か
と
驚
く
と
と
も
に
、
隠
れ
た
意
味
も
考
え
て
み
た
い
。

大
晦
日
に
、
サ
ン
俵
に
シ
メ
繩
を
張
り
、
幣

束

を

立

て

「
風
の
神
送
り
」
と
書
い 

た
旗
を
立
て
た
も
の
を
持
っ
て
家
々
を
回
る
。
家
の
者
が
紙
に
オ
サ
ゴ(

米)

を
包 

ん
で
身
体
を
な
ぜ
、
厄
を
移
し
て
そ
の
サ
ン
俵
の
上
に
の
せ
て
や
る
の
を
、
村
境
の 

川
に
流
す
と
い
う
。
年
越
し
に
当
っ
て
厄
払
い
を
し
た
も
の
が
あ
ろ
、っ
。(

関
口
正
己)

一
 

月

元 

日

新
暦 

新
暦
に
な
っ
た
の
は
大
正
の
初
期
、
役
場
か
ら
の
触
れ
で
や
っ
た
が
、
中 

に
は
や
ら
な
い
所
も
多
か
っ
た
。
西
野
な
ど
は
遅
く
ま
で
旧
暦
で
し
て
い
た
。
農
作 

業
に
は
旧
暦
の
方
が
便
利
で
あ
る
。(

台)

旧
暦
か
ら
新
暦
へ 

の
き
り
か
え
は
大
正
の
は
じ
め
ご
ろ
で
あ
っ
た
。
明
治
の
お
わ 

り
ご
ろ
に
は
、
元
旦
は
新
で
や
り
、
お
正
月
の
行
事
は
旧
で
や
っ
て
い
た
。
そ
ん
な 

か
た
ち
で
三
年
ぐ
ら
い
は
や
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。(

大
久
保)

昭
和
初
期
に
新
暦
に
切
り
替
え
た
。
畑
仕
事
の
都
合
で
、
年
内
に
干
し
大
根
を
作 

る
仕
事
を
片
づ
け
て
か
ら
正
月
を
す
る
の
が
よ
か
っ
た
。
旧
正
月
を
し
た
の
を
覚
え 

て
い
る
。

今
も
旧
暦
で
す
る
行
事
は
、
初

午•

十

五
夜•

十
三
夜•

十

日
夜•

霜
月
祭
り
。

(

大
原)

年
神
卯
の
日
の
卯
の
刻
に
来
る
。(

台)

ア
キ
ノ
カ
タ
か
ら
年
神
様
が
来
る
。
オ
タ
ナ
は
ア
キ
ノ
カ
タ
に
向
け
て
飾
る
。
今 

年
は
ミ
ウ
マ
ノ
カ
タ
が
ア
キ
ノ
カ
タ
で
あ
る
。(

滝
ノ
入)

年
神
様
の
こ
と
は
、
と
し
と
く
じ
ん(

歳
徳
神)

と
い
、っ
。
女
の
神
様
と
い
う
。
 

年
神
様
は
大
晦
日
か
ら
元
旦
に
か
け
て
お
い
で
に
な
る
。

お
た
ち
に
な
る
の
は
ウ 

の
日
と
い
、っ
。
年
神
様
が
短
く
い
る
と
き
に
は
家
内
安
全
と
い
い
、
長
く
い
る
と
、
 

家
族
の
者
が
病
気
に
か
か
り
や
す
い
。
あ
る
い
は
火
災
に
か
か
り
や
す
い
と
い
う
。
 

(

大
久
保)

年
男 

年
男
が
一
番
先
に
起
き
て
、
若
水
を
汲
ん
で
、
神
様
に
お
茶
を
あ
げ
て
、
 

風
呂
を
た
て
る
。
そ
れ
か
ら
、
み
ん
な
を
起
す
。
家
々
の
し
き
た
り
が
あ
り
、
雑
煮 

の
う
ち
も
あ
り
、
餅
が
つ
け
ね
え
で
、
赤

飯•

ぼ
た
餅•

う
ど
ん
の
家
も
あ
り
、
餅 

を
い
ろ
り
に
く
ベ
て
お
い
て
、
青
松
葉
で
叩
い
て
食
う
緣
起
の
う
ち
も
あ
る
。
七
五



三
の
し
め
を
、
ひ
と
間
に
は
り
、
ど
こ
へ
も
お
供
え
を
供
え
る
。
小
川
家
は
う
ど
ん
、
 

夜
は
赤
飯
。
年
始
に
は
、
手
拭
と
、
し

お

が

ま

っ

て

行

っ

た

。
家
族
全
部
の
箸 

を
作
る
。
柳
の 

ハ
ラ
ミ
バ
シ
で
、
両
は
し
が
細
く
、
直
中
が
ふ
く
ら
ん
で
い
る
。
力 

ィ
ド
ウ
の
お
松
に
も
あ
げ
る
。(

山
ノ
神)

年
男
が
三
が
日
は
朝
一
番
早
く
起
き
て
若
水
を
汲
み
、
雑
煮
を
作
り
年
神
に
供
え 

る
。

ロ
を
ゆ
す
い
で
か
ら
供
え
物
を
し
た
。
神
に
供
え
る
分
だ
け
年
男
が
作
り
、
人 

間
の
分
は
女
衆
が
作
る
家
も
あ
る
。(

大
原)

三
元
日
の
朝
夕
食
事
は
年
男
の
役
で
、
年
男
に
な
っ
た
ら
、
朝
湯
に
入
り
、
灯
明 

を
あ
げ
、
ロ
を
ゆ
す
い
で
食
物
を
お
供
え
し
た
。
食
事
の
世
話
は
神
様
の
分
だ
け
で
、
 

家
族
の
分
は
女
衆
の
仕
事
で
あ
っ
た
。(

大
原
七
区)

年
男
に
は
世
帯
主
か
相
続
人(

一
人
前
に
な
っ
て
い
る
場
合)

が
な
る
。
年
男
の 

仕
事
は
し
め
か
ざ
り
か
ら
は
じ
め
る
。

元
旦
の
朝
早
く
お
き
て
初
水(

若
水)

を
く
む
。
初
水
で
ま
ず
お
茶
を
い
れ
て
神 

様
に
供
え
た
。
そ
の
あ
と
は
初
水
を
料
理
な
ど
に
つ
か
っ
た
。

こ
こ
で
は
料
理
は
女 

衆
が
つ
く
る
。

元
旦
に
は
朝
風
呂
を
年
男
が
た
て
る
。
年
男
が
一
番
は
じ
め
に
風
呂
に
は
い
っ
た
。
 

あ
か
る
く
な
ら
な
い
う
ち
に
風
呂
を
た
て
て
は
い
る
。
お
茶
の
準
備
な
ど
を
し
て
お 

い
て
風
呂
に
は
い
り
、
風
呂
に
は
い
っ
て
か
ら
お
茶
を
神
様
に
そ
な
え
た
。

三
が
日
の
あ
い
だ
は
年
男
が
神
様
へ
の
そ
な
え
も
の
を
す
る
。

そ
な
え
物
を
す
る 

と
こ
ろ
は
家
に
ょ
っ
て
ち
が
う
が
、
大
体
外
ま
わ
り
十
五
力
所
ぐ
ら
い
。
屋
敷
の
な 

か
の
建
物
や
氏
神
様
、
井
戸
神
様
な
ど
、
お
松
の
た
て
て
あ
る
と
こ
ろ
へ
、
し
ゃ
も 

じ
に
ご
は
ん
を
の
せ
て
い
っ
て
、
は
し
で
す
こ
し
ず
つ
は
さ
ん
で
、
お
松
の
芯
の
と 

こ
ろ
に
そ
な
え
た
。(

大
久
保)

若
水 

親
父
か
あ
と
と
り
が
年
男
で
、
暮
の
う
ち
に
新
し
い
手
桶
を
買
っ
て
シ
メ 

繩
を
は
っ
た
も
の
で
汲
ん
で
き
て
や
か
ん
に
入
れ
、
大
豆
の
か
ら
で
湯
を
沸
か
す
。
 

一
年
中
マ
メ
で
働
け
る
ょ
う
に
。
お
茶
を
た
て
て
、
年

神•

大
神
宮•

先
祖
様
に
あ 

げ
る
。

若
水
を
汲
ん
で
朝
湯
も
沸
か
し
て
入
る
。(

台)

若
水
で
顔
を
洗
っ
た
水
は
台
所
に
捨
て
ろ
と
い
わ
れ
た
。(

寺
下)

若
水
は
年
男(

主
人
か
跡
と
り)

が
、
井
戸
か
ら
手
桶
で
汲
む
。
三
ガ
日
や
る
。
汲 

む
時
に
唱
え
言
を
昔
は
し
て
い
た
ら
し
い
。
鉄

瓶•

釜
な
ど
の
そ
の
日
に
使
う
も
の 

に
三
杓
ず
つ
入
れ
る
。
若
水
を
汲
ん
で
か
ら
で
な
く
て
は
、
け
が
れ
る
か
ら
女
シ
は 

井
戸
を
使
え
な
か
っ
た
。(

湯
ノ
入)

元
日
に
若
水
を
汲
み
、
守
り
本
尊
の
方
を
向
い
て
拝
む
。(

三
島)

暮
市
で
新
し
い
手
桶
を
買
い
、
元
旦
に
初
水
を
汲
ん
で
供
え
る
。(

大
原)

朝
湯 

三
ガ
日
に
朝
湯
を
た
て
て
、
近
所
の
人
を
呼
ん
で
入
れ
る
。

セ
チ
餅
の
米
の
と
ぎ
水
を
風
呂
に
入
れ
る
と
、
蛇
、
ム
カ
デ
に
か
ま
れ
て
も
と
が 

め

な

い(

、っ
ま
な
い)

と
い
う
の
で
、
今
も
元
旦
の
朝
風
呂
だ
け
は
、
そ
う
に
す
る 

家
が
あ
る
。

水
が
冷
え
つ
い
て
な
か
な
か
わ
か
な
い
。
入
る
順
番
は
特
別
に
な
い
。
近
所
か
ら 

も
ら
い
湯
に
来
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
(

大
原)

初
参
り 

元
且
の
朝
、
鎮
守
神
明
様
へ
お
参
り
し
た
。
ま
た
、
三
元
日
に
恵
方
参 

り
に
出
か
け
た
。(

大
原)

元0

の

朝(

四
つ
前)

神
社
へ
朝
参
り
を
し
た
。
は
じ
め
に
年
神
様
に
お
ま
い
り 

を
し
た
ら
、
神
社
へ
お
参
り
に
行
っ
た
。
む
ら
の
人
た
ち
は
め
い
め
い
お
参
り
に
行 

っ
た
。
朝
参
り
に
は
う
ち
の
も
の
が
個
人
で
も
行
っ
た
。
朝
暗
い
う
ち
に
出
か
け
て
、
 

暗
い
う
ち
に
帰
っ
て
来
た
。(

大
久
保)

年
始 

親
戚
を
全
部
回
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
持
っ
て
行
く
も
の
は
、
塩
が
ま 

と
手
拭
で
あ
っ
た
。•
毎
戸
必
ず
食
事
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
非
常
に
苦
し
か
っ 

た
。

ご
年
始
に
行
か
な
い
と
あ
と
で
叱
か
ら
れ
た
。(

寺
下)

年
始
に
昔
は
二
日
か
ら
十
五
日
位
ま
で
各
家
を
村
中
ま
わ
っ
た
。
植
木
ィ
ッ
ケ
は 

大
本
家
が
最
初
。
そ
れ
で
は
大
変
な
の
で
元
旦
に
湯
ノ
権
現
に
寄
る
ょ
う
に
な
っ 

た
。最

初
に
ア
キ
ノ
カ
タ
の
方
角
に
あ
た
っ
た
家
に
年
始
に
行
っ
た
。
他
人
の
家
で
も 

か
ま
わ
な
い
。
恵
方
ま
い
り
と
い
、っ
。(

湯
ノ
入)

塩
が
ま
の
上
に
手
ぬ
ぐ
い
を
の
せ
て
年
始
に
回
っ
た
。
塩
が
ま
は
人
の
手
を
渡
っ



て
来
た
も
の
を
持
っ
て
行
っ
た
。
特
に
懇
意
な
家
だ
け
年
始
を
し
て
、
村
回
り
は
し 

な
か
っ
た
。

親

戚/

の
年
始
は
二
十
日
ご
ろ
ま
で
に
行
っ
た
。
親
戚
か
ら
は
四
月
の
桜
の
花
見 

を
兼
ね
て
、
大
原
へ
年
始
に
来
た
。(

大
原)

村
の
年
始
は
、
特
に
各
戸
を
回
る
こ
と
は
な
く
、
区
の
戸
主
会
が
世
帯
主
を
集
め 

て
す
ま
せ
た
。(

大
原
七
区)

瀬
戸
氏
の
年
始
日
は
本
家
六
日
、
分
家A

は
五
日
、
分
家B

は
十
一
日
で
あ
る
。
 

こ
う
し
た
年
始
う
け
の
日
を
セ
チ
と
い
い
、
家
に
よ
っ
て
き
ま
っ
て
い
た
。(

大
久
保) 

寺
の
年
始 

村
人
が
寺
へ
い
く
の
は
正
月
中
に
行
け
ば
よ
か
っ
た
。
そ
の
と
き
お 

布
施
こ
銭
を
包
ん
で
い
っ
た
り
、
そ
ば
を
打
っ
て
重
箱
に
入
れ
て
持
っ
て
行
く
人
も 

あ
っ
た
。
寺
か
ら
各
家
へ
年
始
に
く
る
の
は
正
月
四
日
で
、
「
四
日
の
お
棚
さ
が
し
は 

寺
の
年
始
が
来
る
前
に
し
ろ
」
な
ど
と
い
わ
れ
た
。(

大
原
七
区)

正
月
棚
三
十
一
日
に
オ
タ
ナ
に
年
神
様
を
ま
つ
る
。
ア
キ
ノ
カ
タ
と
は
言
う
け 

れ
ど
家
の
作
り
で
そ
う
も
い
か
ず
、
大
体
東
を
向
け
る
。(

台)

暮
の
二
十
七
日
か
二
十
八
日
に
棚
を
作
り
、両
脇
に
幣
束
を
た
て
て
年
神
様
、
オ
ミ 

タ
マ
様
を
ま
つ
る
。
植
木
ィ
ッ
ケ
は
ナ
ラ
の
木
、
他
の
家
で
は
松
の
木
を
使
っ
て
新
し 

く
乍
る
。
ア
キ
ノ
カ
タ
を
見
て
棚
を
作
る
。
ア
キ
ノ
カ
タ
は
コ
ヨ
ミ
を
見
て
決
め
る
。
 

神
棚
に
も
シ
メ
繩
で
飾
る
。
ト
リ
ィ
ジ
メ
と
い
、っ
。

エ
ビ
ス
様
は
別
に
ま
つ
り
、
 

ホ
シ
ノ
タ
マ
と
い
う
タ
マ
ジ
メ
を
飾
る
。
金
毘
羅
様
な
ど
の
神
々
の
掛
軸
を
床
の
間 

に
飾
る
。(

湯
ノ
入)

神
棚
と
は
別
に
、
歳
神
様
の
棚
を
作
る
。(

三
島)

正
月
棚
は
ナ
ラ
の
木
を
う
す
く
割
っ
て
、
三
枚
か
五
枚
を
二
本
の
た
て
の
棒
に
編 

み
付
け
て
、
お
棚
板
を
作
る
。
お
棚
板
は
売
り
に
来
た
り
、
暮
市
に
出
た
り
し
た
の 

を
買
っ
た
。
正
月
棚
と
し
て
恵
方
に
向
け
て
天
井
か
ら
吊
っ
た
。
家
に
よ
っ
て
は
、
 

わ
く
を
組
み
立
て
板
で
作
り
付
け
に
し
て
、
天
井
か
ら
吊
る
家
も
あ
る
。
わ
ら
束
に
年 

徳
神
の
幣
束
を
立
て
て
載
せ
て
置
く
。(

大
原)

ナ
ラ
の
木
を
薄
く
割
っ
た
も
の
で
オ
タ
ナ
板
を
つ
く
っ
た
。

そ
の
上
に
幣
束
を
立 

て
た
。

こ
の
棚
は
正
月
十
六
日
の
日
に
屋
根
の
上
に
ほ
か
し
あ
げ
、
正
月
様
の
送
り

と
し
た
。(

大
原
七
区)

正
月
棚
は
作
り
付
け
の
棚
が
あ
っ
た
。(

六
千
石)

ナ
ラ
の
木
を
伐
っ
て
来
て
長
さ
三
十
六
セ
ン
チ
ほ
ど
に
割
っ
て
、
十
二
本
を
繩
で 

あ
ん
で
年
神
棚
を
つ
く
る
。
オ
ミ
タ
り
様
の
方
は
板
で
で
き
て
い
た
の
で
そ
の
棚
を 

つ
る
し
た
。(

大
久
保)

「
オ

ミ

タ

り(

オ
ミ
タ
マ)

様
は
年
神
様
と
夫
婦
だ
」
と
い
い
、
オ
ミ
タ
り
様
の 

棚
は
年
神
様
の
棚
と
向
か
い
合
わ
せ
て
、
部
屋
の
上
に
吊
っ
た
。

年
神
棚
の
上
に
は
、
干
し
柿
と
コ
ン
ブ
を
供
え
て
置
く
。
正
月
中
の
食
物
は
、
家 

に
ょ
っ
て
才
神
ノ
鉢
か
、
オ
シ
ラ
キ
に
盛
っ
て
供
え
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
家
に
は
棚
板
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
暮
の
二
十
八
日
か
三
十
日(

二
十 

九
日
は
苦
を
重
ね
る
と
い
っ
て
い
や
が
っ
た
。

こ
の
日
は
も
ち
も
つ
か
な
い)

に
、
 

明
の
方
に
む
け
て
つ
る
し
た
。

正
月
棚
に
そ
な
え
る
も
の
は
つ
ぎ
の
も
の
。

か
が
み
も
ち.

し
め
か
ざ
り•

朝
晩
の
食
事(

一  

番
先
に
供
え
る)

•  

く
し
が
き
・

(左)年神棚にのせたコンブ•干しガキ•ハラミバシ 

(右)お神の鉢は2枚1組を年の市で新調する(大久 

保)______________ (関口正已 撮影)

正月飾り(中原)(藤生昌弘撮影)



田

作
,

コ

ン

ブ(

こ
れ
は
お
し
め
に
つ
け
る)

な
ど
。

正
月
棚
に
そ
な
え
る
も
の
は
、

一
家
に
ょ
っ
て
多
少
の
ち
が
い
が
あ
る
。
た
と
え 

ば
、
瀬
戸
家
で
は
し
め
か
ざ
り
に
、
ミ
カ
ン
を
つ
け
な
い
が
、
ほ
か
の
家
で
は
つ
け 

る
。
清
水
一
家
で
は
食
事
は
オ
シ
ラ
キ
に
そ
な
え
る
が
、
永
田
家
で
は
七
つ
鉢(

七 

個
で
一
組
に
重
な
る
。)

に
そ
な
え
る
。
瀬
戸
一
家
で
は
、
「
つ
づ
け
」
と
い
っ
て
、
 

二
つ
そ
な
え
る
場
所
が
で
き
て
い
て
、
そ
こ
へ
あ
げ
る
。
瀬
戸
一
家
で
は
大
晦
日
と 

一
月
十
四
日
に
、
重
箱
に
山
も
り
の
白
め
し
を
あ
げ
、
そ
れ
に
十
二
本
の
は
し(

才 

ツ
カ
ド
で
つ
く
っ
た
も
の)

を
た
て
た
。

こ
れ
を
ミ
タ
マ
メ
シ
と
い
っ
た
。

こ
れ
は 

あ
と
で
さ
げ
て
雑
炊
に
し
て
食
べ
た(

な
お
、
ミ
タ
マ
メ
シ
は
二
月
の
と
し
と
り
の 

と
き
に
も
あ
げ
た)

。

永
田
家
で
は
正
月
用
の
才
神
ノ
鉢(

二
膳
一
組
の
木
製
の
曲
げ
物
で
色
を
塗
ら
な 

い
白
鉢)

を
、
每
年
一
組
ず
つ
伊
勢
崎
の
年
の
市(

十
二
月
二
十
六
日)

で
買
い
求 

め
た
。
大
(

径
十
五
セ
ン
チ
、
高

さ

七•

五
セ
ン
チ)

を
年
神
様
、
小
(

径
十
四
セ
ン 

チ
、
高

さ

六•

五
セ
ン
チ)

を
オ
ミ
タ
マ
様
の
供
え
物
に
用
い
る
。
昭
和
四
十
年
以 

降
は
買
え
な
く
な
っ
た
。(

大
久
保)

供
え
餅 

供
え
餅
は
一
臼
分
ほ
と
ん
ど
取
っ
て
、
十
二
、
三
個
も
作
っ
て
供
え 

る
。

オ
シ
ラ
キ
に
、
雑
煮
餅
の
餅•

里

芋•

二 

ン
ジ
ン
等
を
混
ぜ
て
の
せ
、
年
神
に
供
え
る
。
 

(

大
原)

柳
の
木
を
薄
く
割
っ
て
四
角
に
し
、
そ
の 

一
 

面
を
菊
の
花
弁
の
ょ
ぅ
に
溝
を
つ
け
た
も 

の
で
、
正
月
の
食
事
は
こ
の
オ
シ
ラ
キ
に
盛 

っ
て
お
供
え
し
た
。
正
月
十
六
日
の
神
送
り 

に
は
、
こ
の
オ
シ
ラ
キ
を
屋
根
の
上
に
あ
げ 

た
。

こ
の
と
き
は
お
棚
も
あ
げ
た
。
(

大
原 

七
区)オ

シ
ラ
キ
柳
の
木
を
皿
の
ょ
ぅ
に
削
っ

た
容
器
を
オ
シ
ラ
キ
と
い
い
、
供
え
物
を
の
せ
て
進
ぜ
る
の
に
用
い
る
。
暮
市
で
十 

一
枚
ず
つ
買
っ
て
置
く
。
毛
里
田
村
や
強
戸
村
か
ら
売
り
に
来
た
。
こ
の
人
た
ち
が
、
 

元
旦
に
初
絵
も
売
り
に
来
た
。(

大
原)

ト
ウ
ス
ミ 

昔
は
灯
蓋
に
ト
ウ
ス
ミ(

灯
芯)

で
明
か
り
を
つ
け
て
年
神
に
供
え 

た
。
そ
の
た
め
、
年
寄
り
は
、
今
の
仰
願
寺
ろ
う
そ
く
で
は
、
神
様
の
ょ
う
な
気
が 

し
な
い
と
い
う
。(

大
原)

カ
ド
松
暮
の
二
十
七
日
か
二
十
八
日
に
自
分
の
持
山
か
、
な
い
人
は
本
家
の
山 

か
ら
と
っ
て
く
る
。
植
木
ィ
ッ
ケ
で
は
松
を
使
わ
す
、
ナ
ラ
の
木
を
使
、っ
。
門
口
、
 

稲
荷
、
井
戸
神
、
蔵
、
物
置
、
便

所
(

シ
ョ
ウ
ビ
ジ
ン
に
供
え
る
と
い
う
。)

、
畜 

舎
、
近
く
の
神
社
、
末
社
、
寺
、
墓
地
に
シ
メ
飾
り
と
一
緒
に
供
え
る
。(

湯
ノ
入) 

山
持
ち
で
な
い
人
が
多
い
の
で
、
正
月
の
松
迎
え
は
、
自
由
に
恵
方
の
山
に
入
っ 

て
三
階
松
を
取
っ
て
き
て
飾
っ
た
。

カ
ド
松
二
本
に
竹
を
添
え
て
立
て
る
。
ほ
か
に
、
井

戸•

便

所•

ウ

ジ

神(

屋
敷 

稲
荷)
•

年
神
な
ど
に
供
え
た
。(

大
原)

正
月
飾
り
の
松
は
、
以
前
は
近
所
の
山
か
ら
取
っ
て
き
た
。
山
持
ち
の
番
頭
に
話 

を
し
て
松
を
取
ら
せ
て
も
ら
っ
て
売
り
に
も
出
し
た
の
で
、
正
月
前
の
小
遣
銭
に
も 

な
っ
た
。

松
を
飾
る
と
こ
ろ
は
、
門

松•

井

戸•

便

所•

氏

神

様(

屋
敷
神)

な
ど
で
あ
っ 

た
。(

大
原
七
区)

シ
メ
繩 

年
神
の
い
る
部
屋
に
は
、
シ
メ
繩
に
七
五
三
の
飾
り
を
付
け
て
、
全
部

オシラキ 神に供える器(11.7X10.7
cm)(大原) (関口正己撮影)

シメ飾り(大久保)

(関口正巳撮影)



張
り
回
す
こ
と
も
あ
っ
た
。(

大
原)

縁
起 

う
ど
ん
緣
起
は
正
月
の
三
ガ
日•

每
朝
う
ど
ん
を
作
っ
て
年
神
様
に
供
え 

る
こ
と
で
、
他
に
そ
ば
緣
起
、
ぞ
う
に
緣
起
と
あ
る
。
町
田
家
は
、
ぼ
た
も
ち
緣
起
で 

あ
る
。
そ
れ
は
、
正
月
が
来
る
の
で
モ
チ
米
を
用
意
し
た
が
主
人
が
突
然
亡
く
な
り
、
 

そ
の
モ
チ
米
が
ぼ
た
も
ち
に
な
っ
た
が
、
そ
の
年
か
ら
幸
運
に
な
り
大
尽(

金
持
ち) 

に
な
っ
た
の
で
そ
れ
か
ら
緣
起
と
し
て
つ
づ
く
よ
う
に
な
っ
た
。

藤
生
姓
の
一
族
は
、
正
月
十
五
日
ま
で
餅
を
つ
か
な
い
で
、
そ
れ
ま
で
は
近
所
、
 

隣
り
か
ら
も
ら
っ
て
食
べ
て
い
た
。
そ
の
時
は
汁
も
作
ら
な
い
の
で
運
ん
で
い
る
と 

こ
ろ
が
五
十
年
前
ま
で
は
見
ら
れ
た
。(

寺
下)

そ
ば
緣
起
は
三
ガ
日
雑
煮
を
食
べ
な
い
で
、
そ
ば
を
供
え
て
食
べ
る
。(

三
島)

三
ガ
日
は
朝
ソ
バ
、
夜
御
飯
で
餅
を
食
べ
な
い
。
餅
を
食
べ
る
と
デ
キ
モ
ン
が
で 

き
る
と
い
、っ
。(

大
原)

正
月
の
緣
起
は
イ
ッ
ケ
で
は
同
じ
で
あ
る
。
イ
ッ
ケ
と
は
も
と
が
同
じ
家
の
こ
と 

で
あ
る
。

永
田
寒
で
は
、
正
月
二
十
日
に
棚
を
下
げ
る
ま
で
は
、
、っ
ど
ん
を
作
っ
て
食
べ
て 

は
い
け
な
い
。(

た
だ
し
、
よ
そ
か
ら
貰
っ
て
食
べ
て
も
よ
い
。)

夕
食
に
ご
飯
を
た 

い
て
食
べ
、
朝
は
冷
飯
に
湯
を
か
け
て
食
べ
た
。
ま
た
、
イ
モ
緣
起
で
、
里
芋
を
煮 

て
丸
ご
と
二
個
ず
つ
神
の
鉢
に
入
れ
て
、
年
神
棚
に
供
え
る
。(

大
久
保)

正
月
の
食
事

朝
食 

昼
食 

夕
食

元

旦

う

ど

ん

適

当

な

も

の

ご

は

ん

二

日

う

ど

ん

適

当

な

も

の

ご

は

ん

三

日

う

ど

ん

適

当

な

も

の

ご

は

ん

四

日

お

じ

や
(

オ
タ
ナ
探
し
で
下
げ
た
も
の
を
入
れ
る)

七

日

七

草

が

ゆ

。(

滝
ノ
入)

箒 

「
三
元
日
は
箒
を
使
う
な
、
ゴ
ミ
を
棄
て
る
な
、
福
の
神
を
棄
て
る
か
ら
」 

と
い
う
。(

大
原)

ス
リ
鉢
か
ぶ
り
年
神
棚
の
下
で
ス
リ
鉢
を
か
ぶ
る
と
、
年
を
取
ら
な
い
と
い
う
。

年
を
取
り
た
く
な
い
の
で
、
臼
を
か
ぶ
っ
た
ら
「
ウ
ス
年
」
を
取
っ
た
と
い
う
話
も 

あ
る
。(

大
原)

正
月
の
歌 

正
月
様
ハ
ヨ
イ
コ
ッ
タ 

油
ノ
ヨ
ウ
ナ
酒
飲
ン
デ
木
ッ
パ
ノ
ヨ
ウ
ナ 

ト
ト
ス
イ
テ
。」
(

大
原)

「
才
正
月
ハ
ヨ
イ
コ
ッ
タ 

木
ッ
パ
ノ
ヨ
ウ
ナ
ト
ト
ソ
エ 

雪
ノ
ヨ
ウ
ナ
マ
マ
タ 

イ
テ
」
と
歌
っ
た
。(

六
千
石)

二 

日

謡
初
め 

青
年
団
で
ウ
タ
イ
の
う
ま
い
人
の
家
で
や
っ
た
。

ウ
タ
イ
が
で
き
な
け 

れ
ば
、
取
り
結
び
に
出
ら
れ
な
い
。

謡
は
希
望
者
に
年
寄
り
の
衆
が
教
え
た
。
冬
、
正
月
時
分
に
教
わ
っ
た
。
謡
初
め 

は
二
月
十
五
日
の
天
祭
り
の
時
で
あ
る
。
宿
を
か
り
て
や
る
。(

台)

謡
ゾ
メ
は
ウ
カ
イ
シ
ュ
連(

ウ
カ
レ
ン
と
い
う)

で
や
り
、
ブ
タ
イ
ソ
ー
ニ
ン
の 

家
で
や
っ
た
。
新
加
入
者
は
一
升
吊
る
っ
て
行
っ
た
。(

湯
ノ
入)

.

仕
事
は
じ
め
一
月
二
日
は
仕
事
は
じ
め
で
、
ち
よ
っ
と
し
た
こ
と
を
や
る
。

た 

と
え
ば
け
い
ば(

飼
葉)

き
り
を
し
た
。
な
に
か
ひ
と
つ
の
仕
事
を
ち
よ
っ
と
す
れ 

ば
よ
か
っ
た
。
子
ど
も
は
こ
の
日
書
初
め
を
し
た
。(

大
久
保)

初
荷
荷
物
に
旗
を
立
て
て
、
初
市
に
出
し
た
。(

大
原)

四 

日

才
棚
探
し 

正
月
四
日
に
や
る
。
三
日
間
あ
げ
た
お
供
え
を
煮
直
し
て
食
べ
る
。
 

食
べ
る
と
山
へ
行
っ
て
ケ
ガ
を
し
な
い
。(

湯
ノ
入)

三
が
日
あ
げ
た
も
の
を
、
四
日
に
さ
げ
、
丼
に
と
っ
て
お
い
て
、
七
草
に
お
じ
や 

に
す
る
。(

三
島)

元
旦
か
ら
三
日
ま
で
供
え
て
置
い
た
食
べ
物
を
、
坊
さ
ん
が
年
始
に
来
る
前
に 

下
げ
て
、
オ
ジ
ャ
に
す
る
。
才
棚
ザ
ラ
シ
と
い
、っ
。
七
草
ま
で
取
っ
て
お
く
家
も
あ 

る
。(

大
原)

お
寺
様
が
来
な
い
う
ち
に
お
供
え
物
を
下
げ
る
。(

六
千
石)



坊
さ
ん
の
年
始
日 

こ
の
日
の
作
法
は
家
に
ょ
っ
て
ち
が
ぅ
。
瀬
戸
家
で
は
、
正 

月
棚
に
お
さ
ご
を
ま
い
て
か
ら
、
お
棚
に
あ
が
っ
て
い
る
も
の
を
さ
げ
る
。
さ
げ
た 

も
の
は
と
っ
て
お
い
て
、
七
草
の
お
じ
や
に
し
て
食
べ
た
。

こ
の
日
は
ま
た
坊
さ
ん 

の
年
始
日
で
あ
る
。(

大
久
保)

寺
の
年
始
四
日
は
坊
主
が
年
始
に
回
る
日
で
、
お
供
を
連
れ
て
「
〇
〇
寺
ご
年 

始
」
と
い
っ
て
檀
家
を
回
る
。(

大
原)

鍋
借
り 

若
夫
婦
が
里
帰
り
し
て
、
米
を
持
参
し
鍋
を
借
り
て
た
い
て
食
べ
て
く 

る
。(

大
原)

嫁
と
婿
が
一
緒
に
、
嫁
の
実
家
へ
お
お
ば
ん
も
ち(

む
か
し
は
一
升
ま
す
の
大
き 

さ
の
も
ち
を
三
枚
も
っ
て
い
っ
た)

を
持
っ
て
い
っ
て
、
先
方
で
な
べ
を
借
り
て
、
 

も
ち
を
に
て
食
べ
た
。

こ
の
行
事
は
、
嫁
に
来
て
三
年
ぐ
ら
い
は
や
っ
て
い
た
。

こ 

の
日
は
泊
ら
ず
に
帰
っ
て
来
た
。
も
し
泊
っ
て
来
る
と
姑
に
も
、っ
来
な
く
と
も
い
い 

と
嫁
は
い
わ
れ
た
と
い
、っ
。(

大
久
保)

反
町
薬
師 

十
九
才
の
厄
年
の
女
の
人
が
お
参
り
す
る
。(

大
原)

新
年
会 

大
正
年
間
に
青
年
立
志
会
が
で
き
て
、
会
員
が
寺
へ
集
ま
っ
て
年
始
を 

し
た
。
女
の
組
織
は
な
か
っ
た
。(

大
原)

六 

日

山
入
り 

オ
サ
ゴ
、
幣
束
、
頭
付
き
を
持
っ
て_

分
の
持
山
へ
行
き
、
ナ
ラ
の
木 

に
幣
束
を
立
て
オ
サ
ゴ
等
を
供
え
、
ナ
ラ
の
木
を
切
る
。
枝
で
も
い
い
。
以
後
山
へ 

は
い
れ
る
。(

滝
ノ
入)

山

神

様(

常
永
寺
境
内
に
石
祠
が
あ
る)

に
お
さ
ご
と
お
供
え
を
持
っ
て
お
参
り 

に
行
く
。
翌
日
か
ら
山
に
入
っ
て
い
い
。(

湯
ノ
入)

山
入
り
は
六
日
、
幣
束
を
あ
げ
、
鰯
と
お
さ
ご
を
供
え
る
。
山
に
い
っ
て
、
け
が 

を
し
な
い
。(

三
島)

山
入
り
は
六
日
、
米
を•
紙
に
一
升
入
れ
て
、
お
供
え
を
人
数
分
と
、
お
神
酒
を
あ
げ 

る
。

鎌
を
持
っ
て
行
っ
て
か
っ
ぱ
ら
ぅ
。

そ
れ
か
ら
で
な
け
り
ゃ
山
へ 

い
け
ね
え
。
 

(

山
ノ
神)

山

入
り•

サ
ク
入
レ
を
六
日
に
し
た
。

山
へ
行
き
紙
を
さ
い
て
幣
束
を
作
っ
て
木
に
下
げ
、
米•

ゴ
マ
メ
を
ま
す
、に
入
れ 

て
供
え
、
酒
を
あ
げ
る
。(

大
原)

六
日
は
山
は
じ
め
、
こ
の
日
は
、
近
く
の
山
へ
行
っ
て
、
山
の
神
様
を
ま
つ
っ
て 

か
ら
あ
そ
ん
だ
。

ア
キ
の
方
の
山
林
に
行
っ
て
山
初
め
を
す
る
。
三
階
松
に
紙
の
幣
束
を
下
げ
て
山 

に
立
て
、
お
サ
ゴ•

餅
な
ど
を
供
え
た
。
鎌
で
い
く
ら
か
刈
り
払
う
ま
ね
を
し
た
。
 

(

大
久
保)

七 

日

七
草
が
ゆ 

ィ

モ•

ネ

ギ•

大

根•

ゴ

ボ

ー•

餅
な
ど
七
色
に
し
た
か
ゆ
を
作 

る
。
「
七
草
な
ず
な
唐
土
の
鳥
が
日
本
の
国
に
渡
ら
ぬ
う
ち
に
」
な
ど
唱
え
な
が 

ら
包
丁
で
刻
む
。

ま
た
、
七
草
と
い
う
草
が
あ
り
、
そ
れ
を
入
れ
る
と
も
い
、っ
。
タ
ン
ポ
ポ
の
よ
う 

な
も
の
で
、
花
は
白
く
小
さ
い
。
畑
の
あ
ぜ
な
ど
に
あ
る
。(

湯
ノ
入)

一
 

つ
で
七
草
と
い
う
の
が
あ
る
。
そ
れ
を
と
っ
て
来
て
、
「
七
草
な
づ
な
、
と
う
ど 

の
鳥
が
、
日
本
の
国
に
、
渡
ら
ぬ
先
に
、
こ
つ
こ
つ
は
た
け
」
と
い
っ
て
叩
く
。
七 

い
ろ
草
で
病
気
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
。(

三
島)

畑
か
ら
、
七
草
を
取
っ
て
来
て
、
「唐
土
の
鳥
が
、
日
本
の
土
地
に
入
ら
ぬ
先
に
」 

と
唱
え
な
が
ら
叩
き
、
お
粥
を
作
る
。(

山
ノ
神)

七
日
の
朝
、
七
草
を
マ
ナ
板
の
上
に
の
せ
て
、
年
神
棚
の
下
で
、
包
丁
で
た
た
く
。
 

「
七
草
ナ
ズ
ナ
唐
土
ノ
鳥
が
渡
ラ
ヌ
ウ
チ
ニ
、
ト
ン
ガ
ト
ン
」
と
唱
え
る
。

年
神
棚
に
供
え
た
物
を
、
下
げ
て
大
き
な
ど
ん
ぶ
り
に
取
っ
て
置
き
、
七
草
の
時 

に
米
を
足
し
て
七
草
ぞ
、っ
す
い
に
し
て
食
べ
た
。(

大
原)

七
草
の
と
き
に
つ
か
う
七
草
は
ナ
ズ
ナ
の
こ
と
を
い
う
。

こ
れ
は
風
の
ふ
か
な
い 

静
か
な
日
に
と
る
。

こ
の
辺
で
は
五
日
に
と
る
の
が
ふ
つ
う
。

こ
の
日
の
朝
、
「
七
草
ナ
ズ
ナ
、
唐
土
の
と
り
が
日
本
の
橋
を
、
渡
ら
ぬ
う
ち
に
ス 

ト
ト
ン
ト
ン
」
と
い
い
な
が
も
、
七
草
を
ま
な
い
た
の
上
に
の
せ
て
、
包
丁
の
み
ね



で
き
り
な
が
ら
と
な
え
た
。
ナ
ズ
ナ
を
、
四
日
の
お
た
な
さ
が
し
の
と
き
に
さ
げ
た 

そ
な
え
も
の
と
一
緒
に
し
て
か
ゆ
を
つ
く
っ
て
そ
な
え
た
。(

大
久
保)

爪
切
り
七
草
を
ど
ん
ぶ
り
の
水
に
入
れ
て
、
そ
の
水
に
爪
を
付
け
て
か
ら
爪
を 

は
ぎ
る
と
、
生
爪
を
は
が
さ
な
い
と
い
、っ
。(

大
原)

初
祈

禱(

九
日)

御
岳
講
の
人
々
が
組
ん
で
、
先
達
と
講
員
が
一
か
所
に
寄
っ
て
、
一
年
間
の
祈
念
を 

す
る
。
今
年
の
作
物
の
豊
凶
を
占
い
、
お
同
い
を
た
っ
て
神
様
の
お
告
げ
を
聞
く
。
 

ナ
カ
ザ
ー
人
、
シ
テ
ン
四
人
、
前
師
一
人
の
計
六
人
で
構
成
し
、
潔
斎
し
て
ナ
カ
ザ 

を
中
心
に
し
て
シ
テ
ン
が
四
方
を
固
め
、
前
師•(

先
達)

が
前
に
つ
く
。
先
達
が
し
っ 

か
り
し
て
い
る
と
、
不
動
様
な
ど
の
い
い
神
が
降
臨
す
る
。
ナ
カ
ザ
に
神
が
降
り
て
、
 

伺
う
こ
と
に
回
答
を
出
す
。
今
年
の
作
物
や
霜
、
気
候
、
蚕
な
ど
の
豊
凶
、
多
少
を 

占
う
。(

大
原)十

一

日

蔵
び
ら
き 

蔵
の
あ
る
家
で
何
か
や
っ
た
ら
し
い
。(

湯
ノ
入)

正
月
に
俵
に
供
え
た
お
供
え
を
さ
げ
る
。

正
月
に
倉
の
中
の
俵
に
供
え
た
餅
を
下
げ
る
。

こ
の
日
に
サ
ク
立
テ
も
や
る
。
畑
へ
行
っ
て
三
サ
ク
切
っ
て
、
中
ザ
ク
に
弊
束
を 

立
て
、
オ
サ
ゴ
、
頭
付
き
を
供
え
る
。(

滝
ノ
入)

十
一
日
、
倉
の
あ
る
う
ち
は
倉
を
、
な
い
う
ち
は
物
置
を
あ
け
る
。
畑 

へ
行
っ
て
、
 

サ
ク
を
三
サ
ク
ば
か
り
切
っ
て
、
ク
ワ
ダ
デ
を
す
る
。
そ
の
前
に
は
、
麦
踏
み
に
い 

け
な
い
。(

山
ノ
神)

「
セ
ッ
チ
ン
グ
ラ
で
も
あ
け
べ
え
や
」
と
い
う
く
ら
い
で
、
別
に
し
な
か
っ
た
。

(

大
原)

正
月
十
一
日
は
倉
開
き
と
い
う
が
、
倉
の
あ
る
家
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
、
ゴ
マ 

メ
と
神
酒
と
松
を
も
っ
て
畑
に
い
き
、
サ
ク
を
三
サ
ク
ま
ね
ご
と
に
刃
っ
て
祝
っ
た
。
 

(

大
原
七
区)

サ
ク
入
レ 

畑
に
行
っ
て
お
さ
ご
、
お
供
え
と
弊
束
を
た
て
て
、
三
サ
ク
切
る
。
 

以
後
田
畑
に
出
ら
れ
る
。
弊
束
の
木
は
植
木
ィ
ッ
ケ
は
ナ
ラ
、
そ
れ
以
外
の
家
は
松 

を
使/
っ
。(

湯
ノ
入)

五
日
が
サ
ク
ダ
テ
で
、
畑
に
弊
束
を
立
て
、
鍬
を
持
っ
て
行
っ
て
立
て
る
。
サ
ク 

は
切
ら
な
い
。

紙
を
破
い
た
弊
束
を
松
に
し
ば
り
つ
け
、
畑
に
立
て
て
オ
サ
ゴ(

米)
•

ゴ
マ
メ 

を
供
え
、
酒
を
か
け
て
祝
、っ
。
三
サ
ク
ほ
ど
短
か
く
手
鍬
で
切
る
。(

大
原)

年
神
様
の
松
を
は
ず
し
て
畑
に
立
て
、I

サ
ク
で
も
サ
ク
ル
ま
ね
を
し
た
。(

六
千

石)
十
一
日
が
ク
ワ
ダ
テ
、
倉
開
き
、
朝
、
年
男
が
は
た
け
へ
行
っ
て
お
松
を
た
て
、
 

く
わ
で
サ
ク
を
三
サ
ク
ぐ
ら
い
き
っ
て
き
た
。
お
さ
ご•

お
み
き•

お
か
し
ら
つ
き 

な
ど
を
そ
な
え
た
。

ク
ワ
ダ
テ
以
後
、
自
由
に
畑
に
入
っ
て
ょ
い
。

そ
の
前
は
畑
に
行
け
な
い
の
で
、
 

暮
の
ぅ
ち
に
正
月
用
の
ネ
ギ•

大

根•

ニ
ン
ジ
ン•

ゴ
ボ
ウ
な
ど
を
畑
か
ら
掘
り
出 

し
て
、
屋
敷
ぅ
ち
に
ふ
せ
て
置
き
、
正
月
の
食
事
に
用
い
る
。(

大
久
保)

モ
ノ
ッ
ク
リ
の
用
意 

十
一
日
に
自
分
の
家
の
山
へ
行
っ
て
、
ナ
ラ
や
ニ
ワ
ト
コ 

の
木
を
き
っ
て
く
る
。

小
正
月
の
ボ
ク
に
す
る
木
の
株
は
、
三
年
ぐ
ら
い
か
、
っ
て
仕
立
て
て
お
く
。

こ 

れ
も
こ
の
日
に
と
っ
て
く
る
。
こ
こ
で
は
ナ
ラ
の
木
の
株
を
ボ
ク
に
し
て
い
る
。(

大 

久
保)

十

四

日

小
正
月
の
飾
り
替
え 

十
四
日
に
松
と
ハ
ナ
木
と
を
飾
り
替
え
た
。
ハ
ナ
木
は
ニ
ワ 

ト
コ
の
木
で
、
そ
れ
を
き
れ
い
に
削
り
、

ハ
ナ
を
か
い
た
。

マ
ユ
玉
も
さ
し
た
。
十 

六
大
き
な
も
の
を
つ
く
り
、
形
も
マ
ユ
の
形
に
つ
く
っ
た
。
ま
た
、
縁
起
物
の
お
飾 

り
も
し
た
。(

大
原
七
区)

松
飾
り
の
か
わ
り
に
、
芽
の
つ
い
た
ハ
ナ
木
を
さ
し
て
お
く
。(

六
千
石)

モ
ノ
ヅ
ク
リ 

十
四
日
に
作
る
も
の
は
次
の
ょ
、っ
な
も
の
か
あ
る
。



マ
イ
ダ
マ 

三
升
位
作
る
家
が
多
い
。
十
六
玉
は
ボ
ク
に
さ
し
て
、

エ
ビ
ス
様
に 

供
え
る
。

マ
イ
ダ
マ
を
ゆ
で
た
水
を
家
の
ま
わ
り
に
ま
く
と
は
や
り
病
い
を
わ
ず
ら 

ゎ
な
ぃ
。

オ
ミ
タ
マ
様 

重
箱
に
飯
を
一
杯
盛
っ
て
ノ
ー
デ
ン
ボ
ー
の
箸
十
二
本
さ
し
て
、
 

年
神
様
に
あ
げ
る
。

こ
の
箸
はh

正
月
後
、
も
ぐ
ら
よ
け
と
し
て
畑
に
さ
し
て
お
く
。

オ
ミ
タ
マ
様
は 

百
姓
の
作
神
だ
と
い
、っ
。

ボ
ク 

マ
イ
ダ
マ
を
さ
す
木
で
、
山
桑
、
ナ
ラ
の
木
を
当
日
切
っ
て
く
る
。
座
敷 

に
一
番
大
き
く
て
立
派
な
の
を
飾
り
、
蚕
室
な
ど
に
も
さ
す
。

ハ
ラ
ミ
バ
シ 

ノ
ー
デ
ン
ボ
ー
で
作
る
。

カ
ユ
カ
キ
棒 

ニ
ワ
ト
コ
の
木
で
作
る
。
後
で
ネ
ー

マ
に
ヤ
カ
ガ
シ
の
頭
と
年
神 

様
の
マ
イ
ダ
マ
を
つ
け
て
立
て
る
。

ハ
ナ
ギ 

ニ
ワ
ト
コ
で
作
り
墓
地
に
ま
で
供
え
る
。
本
当
は
ハ
ナ
カ
キ
ナ
タ
で
木 

を
削
る
の
だ
け
ど
、
芽
の
出
て
い
る
も
の
で
間
に
合
わ
せ
る
。
大
体
は
三
段
で
、
十 

六
玉
の
所
に
月
の
数
だ
け(

ふ
つ
ぅ
は
十
二
、
閏
月
の
あ
る
時
は
十
三)

芽
の
あ
る 

長
い
の
を
供
え
る
。(

滝
ノ
入)

マ
イ
ダ
マ
正
月 

十
一
日
に
ボ
ク
切
り
を
し
て
く
る
。
山
桑
、
ナ
ラ
の
カ
ブ
ツ
を 

と
っ
て
く
る
。

十
四
日
の
朝
、
お
さ
ご
を
ま
い
て
お
供
え
を
あ
げ
て
か
ら
門
松
を
と
り
、
次
の
も

の
を
作
り
神
仏
に
供
え
る
。

マ
ィ
ダ
マ
門
松
を
た
て
た 

跡
に
全
部
た
て
る
。
以
前
は
二
、
 

三
升
か
ら
一
斗
じ
ゃ
き
か
ね
え 

位
作
っ
た
。
大
体
は
繭
形
の
を 

ボ
ク
に
さ
し
、
他
に
鳥
や
動
物 

の
形
の
も
作
っ
た
。
特
に
大
き 

な
の
を
十
六
個
作
り(

一
升
位 

使
ぅ)

、
十
六
玉
と
い
ぅ
。
三
宝 

荒
神
は
丸
い
の
を
三
つ
。

ホ
シ
ノ
タ
マ
に
ぎ
り
め
し 

に
ノ
ー
デ
ン
ボ
ー
(

町
田
ィ
ッ 

ケ
は
松)

の
箸
を
立
て
て
、
才 

ミ
タ
マ
様
、
年
神
様
に
供
え
る
。
 

箸
が
か
え
る
と
そ
の
年
は
豊
作 

に
な
る
と
い
い
、
に
ぎ
り
め
し 

に
浅
く
さ
し
て
お
く
。

ハ
ナ
ギ 

ニ
ワ
ト
コ
を
二
芽
ず
つ
切
っ
て
、

マ
ィ
ダ
マ
と
一
緒
に
供
え
る
。
大
神 

宮
に
は
十
六
芽
の
あ
る
長
い
の
を
あ
げ
る
。

ハ
ナ
に
す
る
代
り
に
芽
の
あ
る
の
を 

切
っ
て
く
る
。

カ
ユ
カ
キ
棒 

苗
代
の
ネ
ー
マ
に
、
上
を
十
文
字
に
割
っ
て
マ
ィ
ダ
マ
を
さ
し
て 

水
口
に
芝
を
切
っ
て
と
め
て
お
く
。

マ
ィ
玉
は
十
六
日
に
さ
げ 

る
。
十
七
日
の
風
に
あ
て
る 

な
と
い
、つ
。
十
六
玉
を
さ
し 

た
ボ
ク
は
初
午
に
使
ぅ
。(

湯 

ノ
入)ー

ー
ワ
ト
コ
の
木
を
菊
の
花

ハナ飾リ(大久保)

(関口正己撮影)

神棚のマユ玉とハナ(大久保)(関口正已 撮影)カユカキ棒(中原)

(藤生昌弘撮影)



の
ょ
ぅ
に
鎌
で
か
い
て
供
え
る
。
 

ハ
ナ
木
を
作
っ
て
松
飾
り
と
と 

り
か
え
る
。
(

大
原)

十
四
日
の
モ
ノ
ッ
ク
り
に
、
 

ニ
ワ
ト
コ
の
皮
を
む
い
て
、

ハ 

ナ

カ
キ
ナ
タ(

長
さ
一
五
、
六 

セ
ン
チ)

で
削
り
バ
ナ
を
ー
ー
段 

に
か
い
て
、
お
松
を
供
え
た
所 

に
取
り
替
え
て
供
え
る
。
肥
や 

し
場
に
は
竹
に
小
さ
い
ハ
ナ
を 

幾
つ
も
さ
し
た
も
の(

名
称
不 

明)

を
立
て
た
。

こ
の
辺
で
は 

畑
の
境
木
に
ニ
ワ
ト
コ
や
ウ
ツ 

ギ
を
植
え
て
置
く
の
で
、
そ
れ 

を
用
い
る
。(

大
久
保)

オ
ツ
カ
ド
箸
は
家
族
の
人
数 

分
作
っ
て
置
き
、
家
族
が
使
用

す
る
。
長
さ
二
十
〜
二
十
四
セ
ン
チ
、
太
さ
ー
セ
ン
チ
ほ
ど
も
あ
る
の
で
、
使
い
づ 

ら
い
た
め
ま
ね
ご
と
だ
け
で
、
実
際
は
ふ
つ
う
の
箸
を
使
う
。

I

ー
ワ
ト
コ
の
長
い
枝
を
二
本
取
っ
て
、

一
方
は
十
六
段
、
他
方
は
十
二
段
に
ハ
ナ 

を
か
い
て
、
神
棚
の
前
の
な
げ
し
に
供
え
て
お
く
。(

大
久
保)

マ
ユ
玉 

十
四
日
の
モ
ノ
ヅ
ク
リ
の
日
に
マ
ユ
玉
を
作
る
。
十
六
マ
ユ
玉
は
桑
の 

木
に
つ
け
る
。
ほ
か
の
形
の
も
の
は
面
倒
く
さ
い
か
ら
作
ら
な
い
。

こ
の
日
桐
生
か 

ら
九
十
二
、
三
に
な
る
老
爺
が
小
判
を
持
っ
て
来
る
の
を
買
、っ
。
あ
わ
い
は
来
な
い 

け
れ
ど
、
こ
の
小
判
と
初
午
の
旗
と
盆
花(

仏
様
に
あ
げ
る
造
花
の
蓮
の
花)

を
売 

り
に
来
る
。

マ
ユ
玉
は
、
あ
と
は
ふ
か
し
て
、
小
豆
を
煮
て
団
子
に
し
た
り
、
砂
糖 

醬
油
で
煮
た
り
、

い
や
な
ら
し
ょ
っ
ぱ
く
し
た
り
し
、
う
ち
で
も
食
べ
る
し
、
遊
び 

に
来
た
も
の
に
、
団
子
食
わ
ね
え
か
い
っ
て
出
し
た
。
食
べ
る
と
、

い
い
マ
ユ
が
と 

れ
る
よ
う
に
な
る
。(

三
島)

十
四
日
は
も
の
づ
く
り
。
山
桑
の
ぼ
く
に
、

マ
ユ
玉
を
一
斗
ぐ
ら
い
つ
け
た
。

い 

い
マ 

ユ
が
と
れ
る
よ
う
に
、
十
六
マ 

ユ
玉
は
大
き
く
、
あ
と
は
こ
ま
か
い
。(

山
ノ
神) 

十
四
日
に
松
飾
り
を
取
り
払
い
、

マ
ィ
玉
を
さ
し
替
え
る
。

マ
ィ
玉
は
マ
ユ
の
形 

の
大
き
い
物
を
十
六
玉
と
い
っ
て
、親
玉
を
十
六
個
作
っ
た
ほ
か
、丸
形
や
キ
ノ
コ

•  

鳥
の
形
な
ど
も
作
る
。

マユ玉とカキ花飾り(大久保)

(永田隆一撮影)

カキ花を作るニワトコをけす 

り、ハナをかく (大久保)

(永田隆一撮影)

ハナカキナタ(大久保)

(関口正己撮影)

十二段バナと十六段バナ(大久保) (関口正已 撮影)



マ
ユ
玉
は
マ
ユ•

キ
ノ
コ 

•

鳥
な
ど
の
形
を
作
り
、
根
ッ 

コ
の
つ
い
た
ボ
ク
に
飾
る
。
ボ 

ク
は
山
グ
ワ
の
木
や
ケ
ヤ
キ
、
 

エ
ゴ
、
ナ
ラ
の
木
を
用
い
る
。
 

ボ
ク
を
床
の
間
に
飾
る
と
正
月 

気
分
に
な
る
。(

大
原)

十
六
玉
と
い
っ
て
、

マ
ッ
タ 

ケ
の
形
に
作
る
家
も
あ
る
。

(

六
千
石)

マ
ユ
玉
を
小
枝
に
さ
し
て
、
 

家
の
神
様
や
お
松
の
あ
る
所
に 

上
げ
る
。(

農
耕
儀
礼
の
項
参
照) 

朝
ご
飯
が
す
ん
だ
ら
お
松
を
下 

げ
て
、
マ
ユ
玉
と
取
り
替
え
た
。
 

ク
ワ
の
株
ッ
の
枝
に
十
六
個
の 

マ
ユ
形
の
マ 

ユ
玉
を
さ
し
て
、

座
敷
の
天
井
に
吊
る
す
。

マ
ユ
玉
は
な
ぜ
十
六
個
な
の
か
不
明
。(

大
久
保)

成
り
木
責
め 

マ
ィ
ダ
マ
を
う
で
た
湯
を
柿
の
木
な
ど
の
根
に
か
け
て
、
「
早
く
な

れ
、
な
ら
ぬ
と
ぶ
っ
た
ぎ
る
ぞ
」
と
と
な
え
る
。(

台)

小
正
月
に
マ
ィ
ダ
マ
を
う
で
た
湯
を
家
の
ま
わ
り
に
ま
い
て
お
く
と
、
長
虫
が
入 

ら
な
い
。
ま
た
、
成
り
木
に
ま
く
。
「成
ら
な
い
と
切
る
ぞ
」
な
ど
と
言
い
な
が
ら
、
 

一
枝
位
切
っ
た
。(

湯
ノ
入)

行
事
の
名
称
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
日
カ
キ
と
か
モ
モ
な
ど
の
木
に
、
な
た
で 

き
ず
を
つ
け
る
行
事
が
あ
っ
た
。

は
ず
し
た
弊
束
の
紙
を
カ
キ
な
ど
の
枝
に
吊
る
し 

て
な
た
で
き
ず
を
つ
け
る
。
こ
の
と
き
「
ナ
ル
カ
、
ナ
ラ
ネ
エ
カ
、
ナ
ラ
ナ
キ
ヤ
ブ
ッ 

キ
ル
ゾ
」
と
い
っ
て
き
ず
を
つ
け
る
。
も
う
ひ
と
り
の
も
の
が
、
「
ナ
り
マ
ス
、
ナ
り 

マ
ス
」
と
い
い
な
が
ら
、
ま
ゆ
だ
ま
を
ゆ
で
た
湯
を
、
木
の
き
り
ロ
に
つ
け
た(

か

け
た)

。
こ
れ
は
子
ど
も
が
や 

っ
た
。(

大
久
保)

十
三
日
に
マr

|

玉
を
ゆ
で 

た
水
を
柿
の
木
に
か
け
て
、
 

な
た
を
持
っ
て
「
成
ル
カ
成 

ラ
ナ
イ
カ
、
成
ラ
ナ
イ
ト
コ 

レ
デ
ブ
ッ
タ
切
ル
ゾ
」
「成
ル 

成
ル
」
と
唱
え
た
。(

六
千
石)

正
月
様
に
あ
げ
た
弊
束
の 

紙
を
た
ば
ね
、
柿
の
木
に
吊 

る
し
て
、
実
が
な
る
よ
ぅ
に 

祈
る
。(

大
久
保)

蛇
.

ム
カ
デ
除
ケ 

お
飾
り
の
わ
ら
で
、

マ
ユ
玉
を
ゆ
で
た
水
を
家
の
回
り
に
ま 

く
と
、
蛇
•

ム
カ
デ
が
入
ら
な
い
。(

大
原)

十
五
日
の
朝
、
小
豆
ガ
ユ
を
盛
っ
て
年
神
棚
に
供
え
た
神
の
鉢
を
、
下
げ
て
洗
っ
た 

水
は
家
の
回
り
に
ま
い
て
回
っ
た
。
蛇
•

ム
カ
デ
が
入
ら
な
い
よ
う
に
。(

大
久
保) 

若
餅 

正
月
十
四
日
に
は
、
「
寒
餅
に
な
る
か
ら
、
余
；

ん
ベ
え
」
と
い
っ
て
、
 

若
餅
を
搗
き
お
供
え
も
作
る
。(

三
島)

若
餅
を
お
供
え
餅
の
よ
う
に
丸
め
て
十
二
個(

う
る
う
年
は
十
三
個)

作
り
、
柿 

の
枝
に
さ
し
て
座
敷
の
天
井
に
吊
る
し
て
置
く
。
花
が
咲
い
て
実
が
な
る
よ
う
に
祝 

う
も
の
で
、
柿
餅
と
い
、っ
。
以
前
は
木
綿
の
花
の
形
を
十
二
個
作
っ
た
。
餅
を
小
さ 

い
茶
椀
の
よ
う
に
手
で
こ
ね
て
形
を
作
り
、
下
か
ら
枝
に
さ
し
た
。(

大
久
保)

餅
を
つ
く
日 

正
月
、
小
正
月
、
節

供(

三
月
と
五
月)

、
カ
ワ
ッ
ピ
タ
り
、
十
日 

夜
。(

台)

オ
ミ
タ
マ
サ
マ 

年
神
様
に
、
そ
こ
の
う
ち
の
主
人
が
年
中
盛
っ
て
食
う
茶
碗
に
、
 

一
杯
米
を
盛
っ
て
と
い
で
、
そ
れ
だ
け
炊
い
て
、
重
箱
に
入
れ
て
、
、っ
つ
ぎ
を
十
二 

本
、
、っ
る
う
が
あ
れ
ば
十
三
本
揷
し
て
、
オ
ビ
タ
マ
サ
マ
に
あ
げ
る
。
小

久

保•

伊 

藤
•

小
川
家
は
や
り
、
大
川
家
は
や
ら
な
い
。(

山
ノ
神)

カキ餅とマユ玉(大久保) (関口正己 撮影)

カキの木に下げたご弊束(大久保)

(関口正己撮影)



オ
ミ
タ
マ
様
は
年
神
様
の
こ
と 

で
、
わ
ら
で
丸
い
シ
メ
飾
り
を
作 

っ
て
供
え
た
。(

六
千
石)

「
オ
ミ
タ
り
様
は
年
神
様
と
夫 

婦
だ
」
と
い
い
、
年
神
棚
と
、
相 

向
か
い
に
棚
を
吊
っ
た
。(

大
久
保)

オ
タ
キ
ア
ゲ 

米

を

煮

て

「
才 

ミ
タ
リ
サ
マ
に
あ
げ
ま
す
」
と
言 

っ
て
供
え
る
。
む
す
び
十
二
こ
、
 

ウ
ツ
ギ
の
箸
を
そ
れ
に
さ
し
て
供 

え
た
。

十
四
日
の
朝
、
オ
ミ
タ
マ
の
ご

飯
を
た
い
て
上
げ
た
。
箸
を
十
二
本
、
ご
飯
に
立
て
た
。
箸
は
瀬
戸
家
で
は
オ
ッ
カ 

ド
、
永
田
家
で
は
ウ
ツ
ギ
、
清
水
家
で
は
マ
メ
ガ
ラ
の
木
。
オ
ミ
タ
マ
と
は
先
祖
の 

こ
と
。

十
四
日
の
夕
食
後
、
オ
ミ
タ
マ
様
に
供
え
る
だ
け
の
米
を
年
男
が
鍋
に
入
れ
、
豆 

が
ら
を
た
い
て
白
飯
を
煮
る
。
そ
の
飯
を
オ
テ
マ
ル(

握
り
飯)
•

に
し
て
十
二
個
作 

り
、
ウ
ツ
ギ
の
箸
を
十
二
本
作
っ
て
一
本
ず
つ
さ
し
、
お
膳
に
紙
を
敷
い
て
の
せ
、
 

オ
ミ
タ
マ
様
に
供
え
た
。
今
は
略
し
て
、
鍋
で
煮
た
飯
へ
十
二
本
の
箸
を
立
て
て
、
 

そ
の
ま
ま
オ
ミ
タ
マ
様
に
供
え
て
い
る
。(

大
久
保)

シ
ラ
ヤ 

十
四
日
夜
、
シ
ラ
ヤ
を
作
っ
て
「
オ
シ
ラ
様
へ
上
ゲ
マ
ス
」
と
い
っ
て 

神
棚
へ
供
え
る
。

シ
ラ
ヤ
は
と
う
ふ
を
し
ぼ
っ
て
、
す
り
鉢
で
す
っ
て
塩
を
ま
ぜ
た
も
の
に
、

ニ
ン 

ジ

ン•

大

根•

コ
ン
ニ
ャ
ク
を
味
付
け
し
た
も
の
を
入
れ
て
、
ま
ぜ
て
作
る
。
な
お
、
 

シ
ラ
ヤ
は
シ
ラ
バ
ッ
ク
レ
ル
か
ら
、
ご
祝
儀
に
は
使
わ
な
い
。
と
う
ふ
も
使
う
な
と 

い
、っ
が
、
キ

ラ

ズ(

と
ふ
う
か
ら)

は
キ
ラ
ワ
ズ
と
い
っ
て
使
っ
て
も
ょ
い
。
ゴ
マ 

も
ゴ
マ
カ
サ
レ
ル
か
ら
使
わ
な
い
。(

六
千
石)

道
祖
神 

ド
ン
ド
焼
き
な
ど
し
な
い
。
特
別
の
行
事
は
な
い
。
道
口
ク
神
様
に
馬

の
ワ
ラ
ジ
を
上
げ
た
り
、
竹
ン
ボ
に
酒
を
入
れ
て
供
え
た
り
し
た
。(

大
原)

道
祖
神
に
馬
の
わ
ら
じ
の
大
き
い
の
と
竹
筒
に
酒
を
入
れ
て
お
供
え
し
た
。
日
は 

い
つ
か
わ
か
ら
な
い
。
ド
ン
ド
ン
焼
き
は
し
な
か
っ
た
。
正
月
の
飾
り
物
は
家
々
で 

燃
し
た
。(

大
原
七
区)

正
月
の
飾
り
物
を
、
十
三
日
に
ハ
ナ
ギ
や
マ
ユ
玉
に
飾
り
替
え
る
。
は
ず
し
た
物 

は
、
各
家
々
が
、

い
ろ
り
で
燃
や
す
。

マ
ユ
玉
に
は
小
判
な
ど
の
菓
子
も
吊
り
下
げ 

た
。(

六
千
石)

お
松
は
十
四
日
か
ら
十
五
日
に
か
け
て
、
む
ら
の
子
ど
も
た
ち
が
各
戸
を
ま
わ
っ 

て
集
め
て
あ
る
い
た
。
上
級
生
が
指
図
し
て
下
級
生
は
荷
車
を
ひ
い
て
あ
つ
め
た
。
 

こ
の
と
き
、

い
く
ら
か
の
お
金
を
お
ひ
ね
り
に
し
た
の
を
、
各
戸
か
ら
も
ら
っ
た
。
 

こ
の
金
で
菓
子
や
酒
を
買
っ
て
、
食
べ
た
り
飲
ん
だ
り
し
た
。
も
ら
っ
て
き
た
お
松 

を
あ
つ
め
て
小
屋
を
つ
く
っ
た
。
十
五
日
の
朝
飯
を
食
べ
て
か
ら
小
屋
を
つ
く
り
は 

じ
め
、

一
日
が
か
り
で
つ
く
っ
た
。
小
屋
の
心
棒
に
は
門
松
の
心
棒
を
つ
か
っ
た
。
 

小
屋
は
大
久
保
で
は
ー
ヵ
所
し
か
つ
く
ら
な
か
っ
た
。
場
所
は
每
年
き
ま
っ
て
い
た
。
 

子
ど
も
た
ち
は
小
屋
の
中
で
飲
み
食
い
を
し
、
十
六
日
の
晚
に
焼
い
た
。

十
六
日
は
ド
ン
ド
ン
焼
き
、
こ
の
日
、
う
ま
や
ご
い
を
出
し
た
。

子
ど
も
た
ち
は
夕
方
ま
で
自
由
行
動
。
晩
に
な
っ
て
か
ら
小
屋
の
と
こ
ろ
に
集
っ 

て
来
た
。
親
方
が
小
屋
に
火
を
つ
け
た
。
小
屋
に
火
を
つ
け
る
前
に
神
社
の
太
鼓
を 

鳴
し
て
合
図
を
し
た
。
こ
の
ょ
う
に
、
お
松
や
お
し
め
を
あ
つ
め
て
小
屋
を
つ
く
り
、
 

そ
れ
を
燃
や
す
こ
と
を
ド
ン
ド
ン
焼
き
と
い
っ
た
。
ド
ン
ド
ン
焼
き
の
火
で
も
ち
を 

焼
い
て
食
べ
る
と
、
は
や
り
病
い
に
か
、
ら
な
い
と
い
、っ
。

こ
の
行
事
は
昭
和
十
年 

ご
ろ
ま
で
や
っ
て
い
た
。

な
お
、
近
く
の
佐
波
郡
東
村
の
六
道
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
明
治
四
十
三
年
か
四
年 

の
こ
ろ
に
、
ド
ン
ド
ン
焼
き
の
火
で
一
つ
の
集
落
が
焼
け
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
か 

ら
ド
ン
ド
ン
焼
き
の
と
き
に
は
、
消
防
手
が
で
て
警
戒
す
る
ょ
う
に
な
っ
た
。(

大
久 

保)

オミタリ様(オミタマ様.オタキアゲとも 

いう)(大久保) (永田隆一 撮影)



十

五

日

ア
ズ
キ
ガ
ユ 

神
様
は
ア
ズ
キ
ガ
ユ
を
一
番
好
む
。
赤
飯
よ
り
も
好
む
。(

台) 

ア
ズ
キ
ガ
ユ
を
カ
ユ
カ
キ
棒
で
か
き
ま
わ
す
と
糸
を
引
く
、
糸
が
出
る
と
い
う
。
 

ハ
ラ
ミ
バ
シ
で
食
べ
る
。

こ
の
カ
ユ
は
吹
い
て
は
い
け
な
い
。
田
植
え
に
風
が
出
る 

か
ら
。

最
初
の
二
箸
位
ハ
ラ
ミ
バ
シ
で
食
べ
る
が
、
食
べ
に
く
い
の
で
ふ
つ
、っ
の
箸
に
し 

て
し
ま
う
。
熱
く
て
食
べ
に
く
い
の
で
子
供
は
嫌
や
が
っ
た
。(

滝
ノ
入)

十
五
日
ガ
ユ
を
吹
い
て
食
べ
る
と
初
田
植
に
風
が
吹
く
。(

湯
ノ
入)

十
五
日
正
月
を
小
正
月
と
は
い
わ
な
い
。
十
五
日
の
小
豆.
粥
を
吹
い
て
食
べ
る
と
、
 

田
植
の
時
風
が
吹
く
。
ま
た
ご
祝
儀
の
時
に
風
が
吹
く
。
ノ
ー
デ
ン
ボ(

ヌ
ル
デ)

で
、
 

家
中
の
箸
を
作
っ
て
お
粥
を
食
べ
る
。
歳
神
様
に
あ
げ
た
マ
ユ
玉
を
と
っ
て
来
て
、
 

ノ
ー
デ
ン
ボ
ー
に
は
さ
み
、
お
粥
を
か
ん
ま
し
た
あ
と
、
歳
神
様
に
あ
げ
て
お
く
。
 

し
ま
っ
て
お
い
て
五
月
に
ま
む
し
に
食
わ
れ
ね
え
よ
う
に
、
水
口
に
さ
す
。(

三
島) 

お
飾
り
の
わ
ら
を
た
い
て
、
十
五
日
カ
ユ
を
煮
る
。(

大
原)

ア
ズ
キ
ガ
ユ
に
塩
で
味
を
つ
け
た
り
、
餅
を
入
れ
る
家
も
あ
る
。
吹
い
て
食
べ
る 

と
田
植
え
に
風
が
吹
く
と
い
わ
れ
る
。
箸
は
ふ
つ
う
の
も
の
を
使
う
。(

六
千
石)

カ
ユ
カ
キ
棒 

ハ
ナ
木
に
マ
ユ
玉
を
さ
し
、
お
粥
を
か
ん
ま
し
て
、
な
え
ま
に
さ 

し
た
。(

西
野)

ア
ズ
キ
ガ
ユ
を
吹
い
て
食
う
と
、
田
植
の
頃
、
風
が
吹
い
て
、
稲
が
倒
れ
る
。
ア 

ズ
キ
ガ
ユ
を
、
カ
ユ
カ
キ
棒
で
三
ま
わ
り
か
き
ま
わ
し
、
米
つ
ぶ
が
た
か
る
と
、
大 

神
宮
様
に
あ
げ
て
、
苗
代
の
水
口
に
さ
し
て
お
く
と
、
水
が
よ
く
入
る
。(

山
ノ
神)

オ
ッ
カ
ド
の
先
を
四
つ
割
り
に
し
て
マ 

ユ
玉
を
は
さ
ん
だ
カ
ユ
カ
キ
棒
で
、
十
五 

日
の
ア
ズ
キ
ガ
ユ
を
か
ん
回
し
な
が
ら
何
か
唱
え
た
。
カ
ユ
カ
キ
棒
は
紙
に
包
ん
で 

神
棚
に
上
げ
て
置
き
、
あ
と
で
苗
マ
の
水□

に
立
て
た
。(

大
久
保)

嫁
の
年
始
日 

嫁
と
婿
が
、
嫁
の
家
へ
年
始
に
行
く
。
も
っ
て
い
く
土
産
は
い
ろ 

い
ろ
。、
こ
の
日
は
ゆ
っ
く
り
泊
っ
て
こ
い
と
い
わ
れ
た
。
嫁
と
婿
が
二
人
で
行
っ
て 

泊
っ
て
く
る
の
は
こ
の
日
だ
け
で
あ
る
。
子
ど
も
で
も
沢
山
あ
る
よ
う
に
な
る
と
行

か
な
く
な
る
。(

大
久
保)

小
泉
の
稲
荷
神
社
一
月
十
五
日
に
願
い
ご
と
を
か
け
て
月
参
り
す
る
。
才
願 

シ
ョ
か
け
て
上
げ
た
旗
を
西
瓜
畑
に
立
て
て
置
く
。
、っ
っ
か
り
他
人
が
入
る
と
、
と 

び
か
か
ら
れ
る
。(

大
原)

十

六

日

五
目
飯 

赤
ッ
ツ
ラ
飯(

五
目
飯)

を
作
っ
て
仏
様
に
供
え
て
、
食
べ
た
。(

六
千

石)
マ
ユ
カ
キ 

十
六
日
の
夕
方
、
マ
ユ
玉
を
取
っ
て
、
お
汁
粉
に
し
て
食
べ
る
。(

丄ハ

千
石)正

月
送
り 

十
六
日
の
マ
ユ
玉
正
月
で
、
「年
神
様
を
屋
根
に
上
げ
ろ
」
と
い
い
、
 

お
棚
板
に
年
神
様
の
弊
束
や
オ
シ
ラ
キ
を
の
せ
た
ま
ま
、
屋
根
に
投
げ
上
げ
た
。(

大 

原)
「十

五•

十
六
日
は
仕
事
を
す
る
な
、
懲
役
人
も
仕
事
す
る
な
」
と
い
う
。(

大
原

七
区)馬

肥
え
取
る
日
昔
は
荷
馬
車
ひ
き
が
さ
か
ん
で
、
十
二
、
三
軒
も
運
送
屋
が
ぁ 

り
、

一
戸
に
一
頭
の
馬
は
普
通
だ
っ
た
。
農
家
で
は
冬
、
山
の
木
の
葉
ざ
ら
い
を
し 

て
、
う
ま
や
の
中
に
入
れ
て
、•

馬
に
踏
ま
せ
た
り
、
馬
の
寝
る
所
に
雨
が
し
み
な
い 

ょ
う
に
し
た
。
馬
の
踏
ん
だ
木
の
葉
を
大
晦
日
に
取
り
出
し
て
、
新
し
い
の
を
入
れ 

る
が
、

一
月
十
六
日
に
も
取
り
出
し
た
。
十
六
日
に
と
る
と
、
馬
が
ケ
ガ
を
し
な
い 

と
い
う
の
で
、
形
だ
け
で
も
ょ
か
っ
た
。
こ
れ
は
肥
や
し
に
な
る
の
で
、
馬
車
ひ
き 

の
家
に
も
頼
ん
で
「
馬
肥
え
を
出
し
て
下
さ
い
」
と
い
っ
て
も
ら
っ
た
。(

大
原)

十

八

日

馬
の
観
音
様
一
月
十
八
日
、
石
山
の
観
音
様
に
馬
の
支
度
を
し
て
、
つ
れ
て
い
っ 

た
。
広
沢
の
だ
い
お
う
院
の
鐘
撞
き
堂
の
側
へ
つ
れ
て
い
っ
て
、
鐘
を
ガ
ン
と
さ
せ 

る
と
、
馬
の
度
胸
が
す
わ
る
。(

三
島)

馬
を
も
っ
て
い
た
人
が
、
石
山
の
観
音
様(

佐
波
郡
赤
堀
村)

へ
、
馬
を
ひ
い
て



お
参
り
に
行
っ
た
。(

大
久
保)

二

十

日

二
十
日
正
月 

半
日
く
ら
い
休
ん
で
、
て
ん
で
ん
に
仕
事
に
か
か
る
。
夜
な
べ
仕
事 

は
休
む
。(

六
千
石)

二
十
日
は
二
十
日
正
月
、
初
え
び
す
。
し
ま
い
正
月
と
い
っ
て
、
正
月
棚
を
は
ず 

し
た
。

さ
く
た
て
な
わ
と
か
、
か
た
か
け
な
わ
な
ど
を
な
っ
た
。

一
年
中
使
う
だ
け
の
な 

わ
を
な
う
と
い
っ
た
。
え
び
す
さ
ま
を
神
棚
か
ら
お
ろ
し
て
お
ま
つ
り
を
し
た
。

こ 

の
日
の
ご
ち
そ
う
は
家
に
よ
っ
て
ち
が
う
が
、
瀬
戸
家
で
は
、
朝
え
び
す
と
い
っ
て
、
 

朝
し
る
こ
を
こ
し
ら
え
て
、
え
び
す
さ
ま
に
あ
げ
た
。(

大
久
保)

エ
ビ
ス
講 

正
月
は
百
姓
の
エ
ビ
ス
様
、
作
エ
ビ
ス
と
も
い
う
。
十
月
は
商
人
の 

エ
ビ
ス
様
。
作
エ
ビ
ス
だ
か
ら
何
か
作
れ
と
言
わ
れ
、
繩
を
な
っ
た
り
し
た
。(

台) 

机
に
白
飯•

お
頭
付
を
二
膳
供
え
る
。
そ
れ
に
金
も
供
え
る
。

エ
ビ
ス
、
大
黒
に 

供
え
る
の
で
あ
る
。

エ
ビ
ス
様
は
か
た
わ
も
の
で
あ
る
。
か
た
わ
も
の
の
家
に
は
金
が
で
き
る
。
二
十 

日
正
月
頃
か
ら
仕
事
を
始
め
る
。(

滝
ノ
入)

神
棚
の
下
に
エ
ビ
ス
、
大
黒
を
ま
つ
り
、
二
人
分
の
膳
を
供
え
る
。
有
金
全
部
と 

そ
ろ
ば
ん
、
カ
ケ
エ
と
い
い
生
き
魚
を
一
緒
に
供
え
る
。

エ
ビ
ス
講
で
正
月
は
し
ま
い
に
な
る
。
昔
は
普
段
は
麦
飯
だ
っ
た
が
、
正
月
二
十 

日
ま
で
は
麦
は
使
わ
な
か
っ
た
。(

湯
ノ
入)

床
の
間
に
お
膳
を
一
つ
用
意
し
て
、
箕
と
並
べ
て
供
え
る
。
油
揚
す
し
を
作
り
、
 

カ
ン
ピ
ョ
ウ
で
し
ば
っ
て
俵
の
形
に
し
た
も
の
や
、
芋•

大
根
な
ど
を
煮
付
け
た
も 

の
、
サ
ン
マ
の
お
頭
付
な
ど
を
、
ト
リ
膳
に
盛
っ
て
供
え
る
。
御
飯
は
ふ
つ
う
に
盛 

る
。ま

す
に
お
金
を
入
れ
て
、
「
お
金
を
働
い
て
く
れ
」
と
供
え
る
。
箕
い
っ
ぱ
い
に
し 

て
も
ら
い
た
い
と
い
っ
て
、
箕
に
の
せ
て
供
え
る
家
も
あ
る
。(

六
千
石)

す
し
を
作
り
、
頭
付
を
添
え
て
膳
を
作
り
、

エ
ビ
ス
様
に
供
え
る
。
お
金
を
は
き

こ
む
よ
う
に
、
熊
手
や
舂
を
飾
っ
た
り
、
お
金
を
上
げ
る
家
も
あ
る
。
斗
析
の
上
に 

エ
ビ
ス•

大
黒
を
飾
る
家
も
あ
り
、
財
布
を
縫
っ
て
供
え
る
と
、
お
金
が
た
ま
る
と 

も
い
う
。
財
布
は
秋
に
作
る
と
ア
キ
ッ
ポ
ィ
の
で
、
春
か
夏
に
作
っ
た
り
買
っ
た
り 

す
る
と
よ
い
と
い
う
。(

大
久
保)

ト
リ
ノ
市 

太
田
の
生
品
神
社
に
エ
ビ
ス
講
市
、
酉
ノ
市
で
、

エ
ビ
ス•

大
黒
の 

掛
軸
や
、
箱
入
り
の
木
像
、
お
宝
な
ど
を
買
っ
て
く
る
。(

六
千
石)

二
十
日
灸 

歳
神
様
の
下
で
、
シ

ラ

ジ(

す
り
鉢)

を
か
ぶ
っ
て
灸
を
す
え
る
。
 

頭
を
病
ま
な
い
。(

三
島)

二
十
四
日

地
蔵
様 

每
月
二
十
四
日
が
緣
日
で
寄
っ
て
念
仏
を
唱
え
た
。
焼
き
ま
ん
じ
ゅ
う 

屋
も
出
た
。(

大
原)

二
十
八
日

し
ま
い
正
月 

名
前
だ
け
で
、
別
に
こ
れ
と
い
っ
た
こ
と
は
し
な
い
。(

湯
ノ
入) 

お
し
ま
い
正
月
は
二
十
八
日
で
、
餅
を
搗
く
。
貧
乏
だ
か
ら
三
回
に
搗
く
の
だ
と 

い
う
。(

三
島)

「
き
ょ
う
は
二
十
八
日
、
尻
っ
た
く
り
で
用
心
」
と
い
っ
て
、
子
供
が
遊
ん
だ
。
 

(

大
原)

不
動
様 

寺
の
不
動
様
へ
お
参
り
に
行
く
。(

六
千
石)

こ
の
日
の
晩
は
不
動
様
が
と
く
に
に
ぎ
や
か
で
あ
っ
た
。
近
在
か
ら
わ
か
い
も
の 

が
、
お
参
り
に
来
た
。
不
動
様
に
お
願
い
す
れ
ば
、
な
ん
で
も
か
な
う
と
い
わ
れ
た
。
 

不
動
様
に
対
す
る
供
物
は
現
在
も
さ
か
ん
で
あ
る
。(

大
久
保)



二 

月

次
郎
の
朔
日(

一
日)

粟
の
こ
わ
飯
で
祝
う
。(

台)

次
郎
つ
い
た
ち
は
赤
飯
を
炊
く
だ
け
の
内
祝
い
。(

湯
ノ
入)

二
月
一
日
は
、
次
郎
の
一
日
と
い
っ
て
、
粟
こ
わ
飯
を
炊
く
。(

三
島)

一
日
は
次
郎
の
朔
日
、

一
般
的
に
は
、
こ
の
日
は
特
に
行
事
は
な
い
が
、
大
久
保 

の
瀬
戸
家
で
は
次
郎
の
餅
を
つ
い
た
。
同
家
で
は
小
正
月
の
ワ
カ
モ
チ
を
つ
か
な
い 

か
わ
り
に
、
こ
の
日
に
次
郎
の
餅
を
つ
く
と
い
、っ
。

そ
の
理
由
は
、
む
か
し
、
ワ
カ 

モ
チ
を
つ
い
て
い
た
と
き
に
、
こ
ね
ど
り
を
し
て
い
た
人
が
、
き
ね
で
頭
を
た
た
か 

れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
た
め
と
い
う
。

永
田
家
で
は
ア
ワ
餅
の
つ
き
初
め
で
、
必
ず
ア
ワ
餅
を
つ
く 
(

正
月
う
ち
は
ア
ワ 

餅
が
つ
け
な
い)
。(

大
久
保)

-

節 

分
(

三
日)

ヤ
カ
ガ
シ 

節
分
に
ト
シ
コ
シ
ィ
ワ
シ
の
頭
を
豆
が
ら
に
差
し
て
、
「四
十
八
種
の 

虫
を
焼
き
ま
す
」
と
唱
え
て
つ
ば
き
を
か
け
な
が
ら
、
豆
が
ら
で
焼
く
。

猫
に
食
わ
れ
な
い
よ
う
な
、
大
神
宮
様
な
ど
に
あ
げ
て
お
き
、
苗
代
の
時
、
水
口 

に
差
す
。

い
い
苗
が
と
れ
る
よ
う
に
。(

台)

豆
を
い
る
下
で
ヤ
カ
ガ
シ
を
す
る
。
「四
十
ー 

ー
色
の
虫
の
ロ
を
焼
き
ま
す
」
と
言
い 

な
が
ら
つ
ば
を
か
け
な
が
ら
焼
く
。
年
神
様
に
供
え
て
お
い
て
初
午
に
オ
タ
ナ
を
く 

ず
す
時
に
、
柊
と
一
緒
に
ト
ボ
ロ
に
さ
す
。(

滝
ノ
入)

ヤ
カ
ガ
シ
は
ィ
ワ
シ
の
頭
に
つ
ば
を
か
け
な
が
ら
焼
い
た
。
色
々
の
作
物
の
害
虫 

を
焼
く
唱
え
言
を
し
た
。
ト
ボ
ロ
に
さ
し
た
。(

湯
ノ
入)

「借

金

な

す(

返
済)

が
ら
、

い
い
こ
と
聞
く
が
ら
」
と
い
う
の
で
、
ナ
ス
と
菊 

の
か
ら
を
燃
し
て
、
豆
を
い
る
。
そ
の
時
ヤ
カ
ガ
シ
と
い
っ
て
、
作
物
の
名
を
い
い
、
 

「四
十
八
か
村
の
虫
を
焼
き
ま
す
、
ペ
ッ
ペ
ッ
」
と
、
つ
ば
を
吐
き
か
け
る
。(

三
島)

鰯
の
頭
を
、
菊
の
ざ
ん
ま
に
挿
し
、
豆
を
い
り
な
が
ら
、
つ
ば
き
を
つ
け
、
「四
十 

九
の
桑
の
虫
の
ロ
を
焼
く
、
米
の
虫
を
焼
く
、
麦
の
虫
を
焼
く
、
四
十
八
さ
く
の
虫 

の
ロ.
を
焼
き
ま
す
」
と
い
う
。(

山
ノ
神)

豆
を
い
る
時
に
は
、
「
借
金
な
す
が
ら
、

い
い
こ
と
を
聞
く
が
ら
」
と
い
う
の
で
、
 

ナ
ス
と
菊
の
か
ら
を
燃
す
。(

山

ノ

神"

台)

イ
ワ
シ
の
頭
を
木
の
ま
た
に
さ
し
て
、
豆
を
い
る
時
に
焼
き
な
が
ら
、
「
五
穀
ノ
虫 

ノ
ロ
ヲ
焼
ク
、
ピ
ュ
ッ
ピ
ュ
ッ
」
と
つ
ば
を
か
け
て
唱
え
る
。
そ
れ
を
い
っ
た
豆
の 

上
に
の
せ
て
年
神
様
に
供
え
て
か
ら
、
魔
除
け
に
軒
下
に
さ
し
て
置
く
。

ヒ
イ
ラ
ギ
の
枝
も
ト
ボ
ロ
へ
さ
す
。(

六
千
石)

節

分

こ

の

日

い

ろ

り

で

、
イ
ワ
シ
の
あ
た
ま
を
桑
と
か
ま
め
が
ら
の
二
叉
に 

さ
し
て
や
く
。

こ
れ
を
ヤ
ヵ
ガ
シ
と
い
う
。

こ
れ
を
焼
き
な
が
ら
、
作
物
の
宝n

虫
の 

名
を
あ
げ
て
、
そ
れ
を
焼
く
と
い
う
唱
え
ご
と
を
す
る(

農
耕
儀
礼
「節
分
」
の
項
参 

照)

。

ヤ
ヵ
ガ
シ
は
一
本
つ
く
っ
て
、
か
ぎ
竹
に
し
ば
り
つ
け
て
お
い
た
。
そ
れ
を 

苗
床
を
つ
く
る
と
き
に
粉
に
も
ん
で
、
堆
肥
の
上
に
ふ
り
か
け
る
。
そ
う
す
る
と
害 

虫
が
た
か
ら
な
い
と
い
う
。(

大
久
保)

豆
マ
キ 

大
神
宮
様
か
ら
豆
を
ま
く
。
鬼
が
逃
げ
て
行
く
ょ
う
に
一
か
所
あ
け
て
「 

福
は
内
、
鬼
は
外
」
と
い
う
。
年
男
は
初
湯
に
入
り
、
提
灯
を
つ
け
て
、
神
社
に
行 

っ
て
豆
を
ま
く
。
近
所
の
者
が
寄
っ
て
賑
や
か
だ
っ
た
。
天

神
様•

二
十
三
夜
様

•  

太
子
堂
ま
で
、
豆
を
ま
い
て
帰
っ
た
。(

山
ノ
神)

「福
ハ
内
、
鬼
ハ
外
」
と
唱
え
な
が
ら
、
豆
を
ま
す
に
入
れ
て
ま
く
。(

六
千
石) 

節
分
の
豆
豆
茶
に
入
れ
て
飲
む
。

ま
い
た
豆
を
自
分
の
年
令
の
数
だ
け
拾
い
井
戸
に
入
れ
る
。
目
が
悪
く
な
ら
な
い
。
 

初
雷
の
時
食
べ
る
。

上
簇
の
時
に
マ
ブ
シ
に
豆
を
二
粒
ず
つ
入
れ
る
と
い
い
マ 

ユ
が
と
れ
る
。(

台) 

節
分
に
豆
ま
き
を
す
る
。

そ
の
豆
を
年
令
の
数
だ
け
井
戸
神
様
に
供
え
る(

井
戸
に
入
れ
る)

。
は
や
り
病
い 

に
か
か
ら
な
い
、
目
を
病
ま
な
い
と
い
、っ
。(

滝

ノ

入•

湯
ノ
入)

節
分
の
豆
を
と
っ
て
お
い
て
初
雷
の
時
に
食
べ
る
。(

滝
ノ
入)



豆
占
い 

十
二
の
豆
を
い
ろ
り
の
中
で
焼
い
て
、
焼
け
具
合
に
ょ
っ
て
、
そ
の
年 

の
天
候
を
占
う
。(

湯
ノ
入)

節
分
の
と
き
、
豆
焼
き
と
い
っ
て
、
う
ら
な
い
を
し
た
。

こ
れ
を
す
る
家
は
、
大 

久
保
で
は
何
軒
か
あ
っ
た
。
お
き
の
上
に
マ
メ
を
じ
か
に
く
ベ
て
マ
メ
の
や
け
る
具 

合
で
そ
の
年
の
各
月
の
天
候
を
判
断
し
た
。

マ
メ
は
一
粒
ず
つ
く
ベ
、

一
月
か
ら
順 

に
け
む
り
と
水
の
出
か
げ
ん
を
み
て
判
断
し
た
。
平
年
は
十
二
粒
。(

大
久
保)

厄
落
し 

厄
の
人
は
辻
に
お
金
を
落
し
て
お
く
。
女
は
反
町
の
薬
師
様
へ
お
参
り 

し
、
櫛
な
ど
髪
の
も
の
を
落
し
て
来
る
。(

山
ノ
神)

初 

午
(

午

の

日)

初
午 

丙
午
の
時
は
次
の
午
の
日
に
や
る
。
団
子
を
作
る
。(

西
野)

初
午
に
は
赤
い
旗
を
立
て
、
団
子
を
作
る
。
午
前
中
は
火
を
使
う
な
、
風
呂
を
た 

て
る
な
。(

山
ノ
神)

稲
荷 

「
氏
神
稲
荷
大
明
神
」
と
書
い
た
旗
を
上
げ
て
祝
う
。
赤
飯
や
初
午
ダ
ン 

ゴ
、
油
揚
、
ス
ミ
ド
ウ
フ
を
屋
敷
稲
荷
に
供
え
る
。
ト
ウ
フ
の
四
角
の
隅
を
四
つ
落 

と
し
て
、
小
皿
ま
た
は
ツ
ケ
木
に
ニ
ヒ
ラ
ず
つ
載
せ
て
ス
ミ
ド
ウ
フ
と
し
て
供
え
た
。
 

ニ
ノ
午
、
丙
午
は
火
早
い
と
い
う
の
で
さ
け
る
。
旧
二
月
初
午
で
や
る
所
も
あ
る
。
 

(

大
原)

稲
荷
様
に
赤
飯•

油

揚•

と
う
ふ
を
供
え
る
。
屋

敷

稲

荷

へ

「
正
一
位
稲
荷
大
明 

神
」
と
書
い
た
色
紙
の
旗
を
作
っ
て
上
げ
た
。(

六
千
石)

屋
敷
稲
荷
は
ふ
つ
う
ィ
ナ
リ
様
と
い
い
、
ウ
ジ
ガ
ミ
様
と
も
い
う
。
稲
を
サ
ス(

棒) 

で
担
い
で
い
る
お
姿
が
あ
り
、
物
に
の
っ
て
い
る
。

初
午
と
稲
荷
祭
り
に
祭
る
。(

大
原)

赤
飯
を
つ
く
っ
て
屋
敷
の
稲
荷
様
に
あ
げ
た(

農
耕
儀
礼
の
項
参
照)

。
ま
た
、
マ 

ユ
玉
を
作
っ
て
供
え
る
。(

大
久
保)

ス
ミ
ッ
カ
リ
は
知
ら
な
い
。(

六
千
石)

コ

ト

八

日(

八

日)

メ
カ
イ
コ
ト
八
日
に
魔
除
け
と
し
て
メ
ケ
ー
を
竿
の
先
に
た
て
た
り
、
ヒ
イ
ラ 

ギ
を
出
入
口
に
さ
し
た
。
鬼
の
来
る
日
だ
。(

湯
ノ
入)

二
月
八
日
と
十
二
月
八
日
に
、
ダ
イ
マ
ナ
ク
を
立
て
る
と
い
っ
て
、
メ
ケ
ー
に
、
 

柊
を
さ
し
、
竿
に
つ
け
て
立
て
る
。
こ
の
日
赤
城
山
か
ら
鬼
が
来
る
と
い
、っ
。(

三
島) 

コ
ト
八
日
に
柊
を
と
ぼ
ロ
に
さ
す
。
メ
カ
イ
に
も
柊
を
さ
し
、
竿
に
つ
け
て
立
て 

た
。
悪
魔
よ
け
、
鬼
よ
け
と
、
親
に
い
わ
れ
た
。

コ
ト
八
日
に
柊
を
う
ち
の
廻
り
に
揷
す
。
メ
ケ
ー
の
中
に
柊
を
入
れ
て
、
庭
先
に 

立
て
る
。
ダ
イ
マ
ナ
コ
立
て
ろ
と
い
わ
れ
た
。
鬼
が
金
ぶ
っ
こ
ん
で
い
く
ん
だ
。
「朝 

起
き
て
見
ろ
」
と
い
わ
れ
た
が
、
柊
ベ
え
で
何
も
入
っ
て
い
な
か
っ
た
。
「
水
も
流
さ 

ぬ
コ
ト
八
日
」
と
い
っ
て
、
夜
な
べ
を
休
ん
だ
。
夜
な
べ
休
み
が
楽
し
み
だ
。

二
月 

八
日
に
、
鬼
が
帰
っ
て
来
る
。(

西
野)

こ
と
八
日
に
は
、
柊
を
ミ
ケ
ー
ゴ
を
逆
さ
に
し
て
挿
す
。
晚
方
緣
側
に
草
履•

下 

駄
だ
の
脱
ぎ
す
て
に
し
て
、
夜
ま
で
お
く
と
、
鬼
が
は
く
の
で
、
は
か
れ
ね
え
よ
う 

に
す
る
。

は
か
れ
れ
ば
厄
病
神
が
来
る
、
ダ
イ
マ
ナ
ク
様
が
来
る
ぞ
と
い
っ
た
。

ミ 

ケ
ー
ゴ
は
竹
の
先
に
挿
し
た
り
、
三
本
股
の
上
に
お
い
た
り
し
た
。
ゆ
う
べ
金
が
お 

り
た
か
っ
て
親
に
い
わ
れ
た
。
め
か
い
に
金
が
入
っ
て
い
た
。
親
が
入
れ
た
ん
だ
ね
。
 

二
月
が
コ
ト
始
め
、
十
二
月
が
コ
ト
じ
ま
い
だ
。(

山
ノ
神)

竿
の
先
に
鎌
を
つ
け
、
そ
の
下
に
籠
を
結
び
つ
け
て
庭
に
立
て
た
。

こ
の
籠
に
ヒ 

イ
ラ
ギ
を
入
れ
て
お
い
た
。
ヒ
イ
ラ
ギ
は
ト
ボ
ロ
や
裏
口
に
も
さ
し
た
。(

大
原
七
区) 

竹

竿

の

ウ

ラ(

先)

ヘ
メ
カ
イ
を
付
け
、
ネ
ギ
や
ヒ
イ
ラ
ギ
を
入
れ
て
、
夕
方
力 

イ
ド
へ
立
て
る
。
鬼
が
来
る
の
で
、
ヒ
イ
ラ
ギ
で
痛
く
て
来
ら
れ
な
い
よ
う
に
魔
除 

け
に
す
る
と
い
う
。
あ
し
た
の
朝
、

コ
ガ
ネ
が
入
っ
て
い
る
と
い
う
。

「
水
モ
鳴
ラ
サ
ヌ
コ
ト
八
日
」
と
い
っ
て
、
こ
の
夜
は
静
か
に
し
て
、
夜

ナ

ベ(

夜 

仕
事)

を
す
る
な
と
い
、っ
。(

六
千
石)

コ
ト
八
日
に
は
鬼
が
来
る
と
い
う
の
で
、
メ
ケ 

エ
に
ヒ
イ
ラ
ギ
を
入
れ
て
ケ
ー
ド 

に
立
て
た
。
ダ
イ
マ
ナ
コ
と
は
い
わ
な
い
。(

大
久
保)

針
供
養 

二
月
八
日
は
針
供
養
と
い
い
、

つ
か
っ
た
針
と
か
か
け
た
針
を
豆
腐
に 

さ
し
て
、
川
へ
流
し
た
。

こ
れ
は
女
の
行
事
で
、
ご
ち
そ
う
を
つ
く
っ
て
祝
っ
た
。



(

大
久
保)

お
針
の
師
匠
の
家
に
針
子
の
娘
た
ち
が
集
ま
り
、
古
い
針
を
と
う
ふ
に
つ
っ
つ
し 

て
供
え
た
。(

大
原)

天
ま
つ
り(

十
二
日)

天
ま
つ
り
は
二
月
十
二
日
に
各
組
で
や
る
。
特
別
な
神
仏
を
ま
つ
る
こ
と
は
な
く
、
 

当
番
の
家
に
集
ま
り
、
そ
の
年
の
組
の
役
員
を
決
め
る
。

前
は
子
供
も
来
て
、
飯
や
神
酒
を
出
し
た
。(

湯
ノ
入)

天
祭
り
に
は
豆
腐
汁
と
油
揚
げ
を
入
れ
た
五
目
飯
を
作
る
。
字
の
西
と
東
か
ら
一 

人
ず
つ
サ
シ
番
が
で
て
祭
り
の
世
話
を
す
る
が
、
天
祭
り
の
時
に
は
上
番•

下
番(

役 

を
お
り
る
人)

四
人
で
や
る
。
天
祭
り
は
二
月
十
五
日
。
サ
シ
番
は
神
社
の
旗
の
あ 

げ
お
ろ
し
や
生
品
神
社
の
祭
礼
の
時
の
酒
番
を
や
る
。(

台)

天

神

講
(

二
十
四
日)

以
前
は
、
子
供
が
米•

し
ょ
う
ゆ
を
持
ち
寄
っ
て
宿
で
五
目
飯
を
作
っ
て
供
え
た 

り
食
べ
た
り
し
た
。

習
字
を
書
い
て
、
鎮
守
の
森
の
天
神
様
に
お
参
り
し
て
供
え
て
来
た
。
字
が
で
き 

る
よ
う
に
な
る
と
い
わ
れ
た
。(

六
千
石)

小
学
生
た
ち
が
宿
を
た
の
ん
で
、
そ
こ
に
天
神
様
の
木
像(

大
正
時
代
に
な
っ
て 

か
ら
つ
く
っ
た
も
の)

を
か
ざ
っ
て
お
が
ん
だ
。
宿
で
は
ご
ち
そ
う
を
つ
く
っ
て
く 

れ
た
。
宿
で
、
半

紙

に

「
天
満
宮
」
と
書
い
て
、
そ
れ
を
も
っ
て
神
社
へ
お
参
り
に 

行
っ
た
。
天
神
講
の
と
き
は
宿
に
泊
ら
な
か
っ
た
。(

大
久
保)

三 

月

ヒ
ナ
の
節
供(

三
日)

五
節
供 

正

月•

三
月
節
供•

五
月
節
供•

八
朔
の
節
供•

暮
の
五
回
を
五
節
供

と
い
、っ
。
「仲
人
三
年
、
親
元
八
年
」
と
い
っ
て
、
そ
の
間
は
五
節
供
に
嫁
婿
か
ら
贈 

り
物
を
す
る
。
五
回
も
ら
っ
て
も
、
お
返
し
は
一•

回
返
す
だ
け
で
よ
い
。(

六
千
石)

三
月
の
節
供 

お
雛
様
は
坐
り
雛
で
、
大
間
々
か
ら
買
う
も
の
が
多
い
。
今
の
雛 

は
塗
り
が
悪
い
。
菱

餅•

草
餅
に
、
煮

し

め•

ッ
ト
ッ
コ
豆
腐(

豆
腐
を
し
ば
っ
て
、
 

ツ
ト
ッ
コ
に
し
て
、
竹
輪
の
よ
う
に
な
っ
た
の
を
煮
る)

を
作
る
。
初
節
供
に
は
、
 

近
所
の
も
の
を
呼
ぶ
。(

三
島)

ひ
な
祭
り
の
時
の
ご
ち
そ
う
は
、
す

し

に

餅(

ヒ
シ
餅
は
白•

青
•

赤
の
三
色
が 

ふ
つ
う)

。
お
ひ
な
様
が
飾
っ
て
あ
る
う
ち
は
、
す
し
と
餅
を
供
え
て
お
い
た
。(

大 

久
保)ヒ

ナ
市 

ィ
チ
ロ
ク
と
い
っ
て
、

一
と
六
の
日
が
市
日
だ
っ
た
。
大
原
で
は
四
月 

六
日
が
ヒ
ナ
市
だ
っ
た
。

ヒ
ナ
市
で
破
魔
弓
な
ど
を
買
っ
た
。
大
原
の
節
供
は
十
日 

遅
れ
の
四
月
十
三
日
だ
っ
た
。
当
時
は
桜
の
花
を
見
な
け
れ
ば
お
節
供
が
で
き
な 

か
っ
た
。(

大
原)

二
月
二
十
六
日
に
ヒ
ナ
市
が
大
原
に
た
っ
た
。
そ
こ
で
ひ
な
様
や
、
節
供
に
必
要 

な
も
の
を
買
っ
て
き
た
。(

大
久
保)

節
供
ビ
ナ 

以
前
は
古
く
な
っ
た
ヒ
ナ
様
は
川(

岡
上
用
水)

へ
流
し
た
。
「
み
や 

げ
を
持
た
せ
て
や
れ
」
と
い
い
、
草
餅
な
ど
を
一
緒
に
流
し
た
。
行
事
は
特
に
な
い
。
 

(

湯
ノ
入)

座
敷
に
ヒ
ナ
人
形
を
飾
り
、
ヒ
シ
餅
を
供
え
る
。

古
く
な
っ
た
ヒ
ナ
様
は
、
「島
流
シ
ニ
ス
ル
」
と
い
っ
て
、
家
の
裏
の
稲
荷
様
に
納 

め

る
(

川
が
な
い
か
ら)

。

お
ひ
な
様
を
飾
る
の
は
二
月
二
十
八
日
ご
ろ
か
ら
で
、
三
月
一
日
に
飾
る
の
は
遅 

い
方
。(

六
千
石)

金
魚 

子
供
が
無
事
に
育
つ
よ
う
に
、
金
魚
を
川
へ
流
す
方
が
よ
い
と
い
、っ
。(

六

千
石)初

節
供 

三
月
に
は
親
王
さ
ま
、
五
月
に
は
吹
き
流
し
を
お
く
る
。
吹
き
流
し
に 

は
、
上
に
実
家
、
下
に
そ
の
家
の
紋
を
つ
け
る
。(

三
島)

女
の
子
の
初
節
供
に
は
ヒ
ナ
様
を
も
ら
う
。



男
の
子
は
五
月
節
供
に
鯉
ノ
ボ
リ
を
も
ら
う
。(

六
千
石)

お
ひ
な
様
は
、
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
時
に
、
母
親
の
親
元
か
ら
は
内
裏
様
、
親
戚 

や
隣
近
所
か
ら
も
ひ
な
人
形
が
贈
ら
れ
た
。
お
返
し
は
桜
餅
。(

大
久
保)

八
日
節
供 

三
月
八
日
は
八
-H

節
供
と
い
っ
て
、
こ
の
日
は
す
し
を
つ
く
っ
た
。
 

九
日
に
お
ひ
な
さ
ま
を
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
日
が
雨
の
場 

合
に
は
、
お
ひ
な
さ
ま
を
し
ま
う
の
を
一
日
と
か
二
日
は
の
ば
す
。

い
た
ん
だ
お
ひ
な
さ
ま
は
川
へ
な
が
す
。(

大
久
保)

山 

神
(

六
日)

山
神
様
の
祭
り 

常
永
寺
の
裏
に
石
祠
が
あ
り
、
部
落
中
の
人
が
賽
銭
を
持
っ
て 

お
ま
い
り
に
行
っ
た
。(

湯
ノ
入)

馬

頭

観

音(

十
八
日)

赤
堀
村
石
山
の
観
音
へ
お
参
り
に
行
っ
た
。
宝
泉
村
脇
屋
に
も
観
音
が
あ
っ
た
。
 

別
所
の
観
音
も
古
い
。

ど
ち
ら
も
馬
頭
観
音
だ
っ
た
。

運
送
ひ
き
の
人
は
埼
玉
県
神
岡
の
観
音
へ
お
参
り
し
て
、
お
守
り
札
を
受
け
て
馬 

屋
へ
貼
っ
た
。(

大
原)

彼 

岸

墓
参
り 

分
家
は
本
家
の
墓
地
に
油
揚
げ
、
と
う
ふ
を
持
っ
て
お
参
り
に
行
き
、
 

本
家
は
分
家
の
墓
場
に
互
い
に
お
参
り
す
る
。(

寺
下)

「中
日
ボ
タ
餅
食
い
た
か
な
い
が
、
な
ら
ば
半
日
遊
び
た
い
。
」(

湯
ノ
入)

親
も
と
へ
墓
参
り
に
行
き
、
墓
に
線
香
立
て
て
回
る
。
花

や

水•

ダ
ン
ゴ
な
ど
を 

供
え
る
。
初
彼
岸
に
は
線
香
立
て
に
行
き
、
新
仏
に
三
重
ね
あ
げ
る
。(

六
千
石)

彼
岸
の
入
り
口
、
中
日
、
は
し
り
ロ
の
日
に
は
ぼ
た
も
ち
を
つ
く
っ
て
仏
様
に
お 

そ
な
え
し
た
。
は
し
り
ロ
の
日
に
は
米
の
粉
で
だ
ん
ご
を
つ
く
っ
て
、
墓
参
り
に
行 

く
。
本
家
株
の
家
で
は
、
先
祖
様
が
あ
る
の
で
、
彼
岸
の
行
事
は
特
に
き
ち
ん
と
し 

た
。

石
塔
を
た
て
る
の
は
、
彼
岸
か
命
日
で
あ
る
。(

大
久
保)

社 

日
(

戊
の
日)

社
日
様 

「
社
日
の
金
物
切
れ
っ
こ
な
し
」
で
、
社
日
様
に
い
ろ
い
ろ
店
が
出
る 

が
、
ど
れ
も
一
時
の
間
に
合
わ
せ
に
は
間
に
合
う
が
、

い
い
も
の
は
少
な
い
。
桑
苗 

も
種
類
が
判
ら
な
い
。
「
社
日
の
日
は
、
砂
を
動
か
す
な
」
と
い
、っ
。

大
泉
に
あ
る
社
日
様
で
、
笊
や
鍬
の
農
道
具
を
買
っ
て
来
る
と
、
繁
昌
す
る
。(

三 

島)
社
日
は
彼
岸
の
う
ち
に
大
概
あ
る
。
彼
岸
ょ
り
早
い
と
そ
の
年
は
秋
が
短
い
と
い 

う
〇小

泉
の
社
日
さ
ま
に
お
参
り
に
行
き
、
農
具
を
買
っ
て
く
る
。(

湯
ノ
入)

小
泉
の
社
日
様
へ
お
参
り
に
行
き
、
お
札
や
土
を
も
ら
っ
て
く
る
時
も
あ
る
。(

六

千
石)こ

の
日
は
小
泉(

邑
楽
郡
大
泉
町)

の
社
日
様
へ
お
参
り
に
行
っ
た
。
む
か
し
は 

社
日
講
が
あ
っ
て
、
地
神
様
を
お
ま
つ
り
し
た
。

社
日
の
日
に
は
は
た
け
へ
入
ら
な
い
ょ
う
に
と
い
わ
れ
て
い
た
。(

大
久
保)

四 

月

花

祭

り
(

八
日)

花
祭
り 

常
永
寺
で
甘
茶
を
出
し
て
く
れ
た
。
こ
の
日
、
各
家
で
は
軒
下
に
藤
の 

新
芽
の
つ
い
た
枝
を
さ
し
た
。(

湯
ノ
入)

山
か
ら
藤
の
花
を
取
っ
て
来
て
、
軒
下
、
大

神

宮•

床

の

間•

仏

壇•

エ
ビ
ス
様 

へ
飾
る
。(

六
千
石)

お
釈
迦
様 

四
月
八
日
に
お
寺
へ
お
参
り
に
行
っ
て
甘
茶
を
貰
う
。
ツ
ツ
ジ
を
軒 

に
揷
す
。(

山
ノ
神)

八
日
は
お
釈
迦
さ
ま
の
誕
生
の
日
。



旧
の
四
月
八
日
に
は
寮
に
お
釈
迦
さ
ま
を
か
ざ
っ
て
、
む
ら
の
子
ど
も
が
お
参
り 

に
行
き
、
お
釈
迦
さ
ま
に
甘
茶
を
か
け
、
ま
た
、
甘
茶
を
も
ら
っ
て
の
ん
だ
。
甘
茶
は 

わ
け
て
も
ら
っ
て
来
た
。
こ
れ
は
子
ど
も
の
虫
ぐ
す
り
に
な
る
と
い
っ
た
。(

大
久
保) 

三

夜

沢

の

赤

城

神

社
(

旧

四

月

八

日)

赤
城
山
の
山
開
き
に
は
登
ら
な
い
が
、
牧
場
の
山
開
き
で
牛
な
ど
を
頼
ん
だ
。
春 

は
代
参
で
、
秋
は
個
人
々
々
が
お
参
り
し
た
。(

大
原)

春

祭

り
(

十
日)

花
見 

大
原
名
物
桜
の
花
見
で
に
ぎ
わ
い
、
ド
ン
ス
開
き
を
し
て
芸
者
衆
が
出
張 

し
て
来
た
り
、
太
田
の
医
師
会
が
来
た
り
し
た
。

大
原
の
桜
は
界
隈
の
名
物
だ
っ
た
。
明
治
三
十
八
年
の
日
露
戦
争
の
が
い
せ
ん
祝 

い
に
、
県
道
の
両
側
十
八
丁
へ
県
か
ら
桜
苗
を
配
っ
て
植
え
た
も
の
で
、
各
戸
二
、
 

三
本
ず
つ
依
託
に
な
っ
た
。

こ
れ
が
名
物
で
、
大
原
に
親
戚
の
あ
る
者
は
年
始
代
り 

に
花
見
に
来
た
。
家
々
で
は
花
の
あ
る
う
ち
は
誰
か
が
お
客
に
来
た
の
で
、
十
日
も 

二
十
日
も
ス
シ
を
つ
け
て
も
て
な
し
た
。
花
の
下
は
歩
く
の
も
容
易
で
な
い
ほ
ど
賑 

わ
っ
た
。
大

原

で

は

「貧
乏
桜
」
と
呼
ん
で
い
た
。
こ
の
桜
も
舗
装
工
事
の
た
め
昭 

和
三
十
年
ご
ろ
伐
採
し
た
。

大
原
の
桜
は
名
物
で
花
見
で
大
変
な
に
ぎ
わ
い
だ
っ
た
。
こ
の
桜
は
明
治
三
十
八 

年
、
日
露
戦
争
が
終
ら
な
い
う
ち
に
戦
勝
祝
い
に
植
え
た
も
の
で
、

一
戸
五
本
ず
つ 

の
苗
を
分
け
て
、
三

六

五

本(

二
七
一
本
と
も
い
う)

植
え
た
と
い
う
。
ヒ
ガ
ン
ザ 

ク

ラ•

ヨ
シ
ノ
ザ
ク
ラ
を
交
互
に
植
え
、
あ
と
で
シ
ダ
レ
ザ
ク
ラ
も
植
え
た
。
戦
勝 

祝
賀
に
、
造
花
を
飾
っ
て
一
晚
で
桜
の
花
を
咲
か
せ
た
。
各
戸
一
本
ず
つ
ガ
ス
灯(

石 

油
ラ
ン
プ)

に
灯
り
を
つ
け
て
き
れ
い
だ
っ
た
。
戦
後
、
自
動
車
が
増
加
し
事
故
で 

三
人
も
亡
く
な
っ
た
の
で
、

つ
い
に
桜
を
伐
っ
て
し
ま
っ
た
。
桜
も
か
な
り
老
齢
化 

し
て
い
た
。(

大
原)

節
供 

桜
の
花
見
に
合
わ
せ
て
十
三
日
に
節
供
を
や
り
、
毎
日
の
ょ
う
に
す
し
を 

つ
け
て
お
客
を
も
て
な
し
た
。
近
在
の
親
戚
は
ご
年
始
の
お
返
し
と
し
て
、
花
見
の

時
期
に
大
原
へ
来
た
の
で
、
十
日
間
も
仕
事
に
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
れ
で
貧
乏
し
た 

の

で

「貧
乏
桜
」
と
呼
ば
れ
た
。(

大
原)

春,
駒
昔
は
春
駒
と
い
ぅ
門
付
が
ミ
カ
ボ
山
の
方(

？)

か
ら
来
た
。(

六
千
石) 

赤
城
神
社 

十
五
日
は
大
久
保
の
赤
城
神
社
の
祭
典
で
あ
る
。
神
社
か
ら
は
各
戸 

に
お
札
を
出
し
た
。

こ
の
日
は
、
赤
飯
か
餅
を
つ
く
っ
た
。
こ
の
む
ら
か
ら
よ
そ
へ
出
て
い
る
も
の
は
、
 

こ
の
日
は
実
家
へ
お
客
に
来
た
。(

大
久
保)

温
泉
神
社 

昔
は
旧
三
月
二
十
五
日
に
祭
っ
て
い
た
。
今
は
四
月
十
五
日
。
神
官 

が
来
て
お
が
む
位
。(

湯
ノ
入)

八 

丁 

ジ 

メ

道
祖
神
の
所
の
両
端
に
竹
を
立
て
た
。
四
月
ご
ろ
赤
城
様
や
榛
名
山
の
お
札
を
霜 

除
け
に
立
て
た
。(

大
原)

五 

月

端
午
の
節
供(

五
日)

の
ぼ
り
の
ぼ
り
は
四
月
の
な
か
ば
ご
ろ
か
ら
、
五
月
の
な
か
ば
ご
ろ
ま
で
立
て 

て
お
く
。

か
ら
ざ
お
を
い
つ
ま
で
も
立
て
て
お
く
家
も
あ
る
。

初
節
供
の
と
き
に
は
、
嫁
の
親
元
か
ら
は
の
ぼ
り
と
か
吹
き
流
し
が
贈
ら
れ
る
。
 

吹
き
な
が
し
に
は
、
紋
所
を
い
れ
る
。
嫁
の
里
方
の
紋
は
赤
、
も
ら
い
方
の
紋
は
黒 

に
し
て
、
両
家
の
紋
を
だ
き
あ
わ
せ
に
つ
け
た
。
ま
た
親
戚
か
ら
は
の
ぼ
り
と
か
、
 

棚

か

ざ

り(

か
ぶ
と•

太

刀•

よ
ろ

い•

槍
な
ど)

か
贈
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
親
戚 

が
共
同
で
買
っ
て
く
れ
る
場
合
も
あ
る
。

嫁
は
、
タ
ラ
の
干
物
と
柏
餅
を
も
っ
て
里
へ
お
客
に
行
っ
た
。
ま
た
、
親
戚
へ
も 

を
く
ば
っ
た
。
五
月
四
日
の
晚
に
は
シ
ョ
ウ
ブ
湯
を
た
て
る
。(

大
久
保) 

ヨ
モ
ギ•

シ
ョ
ウ
ブ 

ヨ
モ
ギ•

シ
ョ
ウ
ブ
を
軒
下
に
さ
す
。
蛇
よ
け
と
も
女
の



魔
よ
け
と
も
い
う
。(

滝
ノ
入)

こ
の
日
に
シ
ョ
ウ
ブ
湯
に
入
る
か
、
シ
ョ
ウ
ブ
酒
を
飲
む
か
す
る
と
、
蛇
の
子
を 

は
ら
ん
で
い
た
の
が
お
り
る
と
い
う
。

ヨ
モ
ギ
、
シ
ョ
ウ
ブ
を
軒
下
や
屋
限
に
さ
す
。(

湯
ノ
入)

五
月
節
供
に
シ
ョ
ウ
ブ
湯
を
た
て
る
。
シ
ョ
ウ
ブ
と
ヨ
モ
ギ
を
軒
に
さ
す
。
長
虫 

が
入
ら
な
い
。

シ
ョ
ウ
ブ
酒
を
飲
む
。
シ
ョ
ウ
ブ
で
、
腹
の
虫
切
り
を
や
る
。
帯
の 

と
こ
ろ
に
、
シ
ョ
ウ
ブ
を
は
さ
み
、

つ
ば
を
つ
け
て
こ
く
と
、
ビ
ー
ビI

と
伝
わ
り 

腹
ん
中
を
か
ん
ま
さ
れ
る
ほ
ど
お
か
し
く
、
笑
わ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
く
な
る
。

シ
ョ
ウ
ブ
で
頭
を
し
ば
る
と
頭
痛
が
し
な
い
。
お
酒
の
中
に
、
シ
ョ
ウ
ブ
を
入
れ 

て
、
そ
の
酒
を
家
中
で
飲
む
。

シ
ョ
ウ
ブ
を
入
れ
て
、
風
呂
を
立
て
る
。(

三
島)

蛇 

五
月
節
供
の
シ
ョ
ウ
ブ
湯
は
、
蛇
に
見
こ
ま
れ
な
い
よ
う
に
入
る
も
の
だ
と 

い
う
。(

大
原)

シ
ョ
ウ
ブ•

モ
チ
草
を
取
っ
て
来
て
軒
下
に
さ
す
。
蛇
が
家
に
入
ら
な
い
よ
う
に 

さ
す
と
い
う
。

シ
ョ
ウ
ブ•

ヨ
モ
ギ
を
入
れ
て
シ
ョ
ウ
ブ
湯(

風
呂)

を
た
て
て
入
る
。

シ
ョ
ウ
ブ
酒
を
作
り
、
女
は
蛇
に
見
こ
ま
れ
な
い
よ
、っ
に
、
た
と
え
ー
チ
ョ
コ
で 

も
酒
を
飲
む
方
が
よ
い
と
い
う
。

娘
が
蛇
に
は
い
こ
ま
れ
て
、
シ
ョ
ウ
ブ
酒
を
飲
ま
せ
た
ら
蛇
が
出
た
と
い
う
。

赤
堀
村
の
本
間
家
の
娘
が
赤
城
山
へ
行
き
た
い
と
い
い
、
蛇
に
見
こ
ま
れ
て
沼
に 

入
っ
て
し
ま
い
、
親
に
あ
き
ら
め
て
く
れ
と
い
っ
た
。
赤
飯
を
供
え
る
と
沼
の
中
に 

消
え
て
な
く
な
る
と
い
う
。(

六
千
石)

シ
ョ
ウ
ブ
の
昔
話 

五
月
五
日
に
は
、
藤

の

つ

る(

枝)

と
ヨ
モ
ギ
と
シ
ョ
ウ
ブ 

を
と
っ
て
き
て
、
軒
先
に
さ
し
た
り
、
ヨ
モ
ギ
と
シ
ョ
ウ
ブ
を
神
様
に
あ
げ
た
り
し 

た
。

こ
の
お
か
ざ
り
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
話
し
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

む
か
し
、
あ
る
と
こ
ろ
の
娘
が
ヘ
ビ
に
見
込
ま
れ
た
。
家
の
も
の
は
、
ど
う
も 

こ
の
頃
娘
の
様
子
が
お
か
し
い
、
誰
か
男
が
来
る
よ
う
だ
が
、
姿
が
わ
か
ら
な
い
。
 

娘
の
体
が
お
と
ろ
え
て
い
く
よ
う
だ
が
、
た

、、、
の
男
で
は
な
い
と
て
、
今
度
男
が 

来
た
ら
、
針
に
き
ぬ
糸
を
通
し
て
着
物
の
す
そ
を
三
針
ぬ
っ
て
そ
の
ま
ま
ほ
う
っ

て
お
け
と
い
っ
た
。
娘
は
そ
の
男
が
来
た
と
き
、着
物
の
つ
ま
へ 
針
を
ぬ
っ
て
や
っ 

た
。
そ
し
て
、

つ
ぐ
朝
そ
の
糸
を
つ
け
て
い
っ
た(

た
ど
っ
て
い
っ
た)

。

す
る 

と
、
山
奥
に
は
ほ
こ
ら
が
あ
り
、
そ
の
下
で
う
な
り
声
が
し
て
い
た
。
そ
の
話
し 

を
聞
い
た
と
こ
ろ
、

ヘ
ビ
の
親
は
「
て
め
え
は
畜
生
で
あ
り
な
が
ら
人
間
様
に
恋 

を
す
る
か
ら
こ
ん
な
目
に
あ
う
の
だ
。
」
と
い
、っ
。
す
る
と
そ
の 

ヘ
ビ
が 

い
う
に
は
、
 

「
お
れ
は
こ
れ
で
死
ん
で
も
後
悔
は
な
い
。
お
れ
の
子
ど
も
は
何
千
匹
と
な
く
た 

ね
を
宿
し
て
い
る
か
ら
思
い
残
す
こ
と
は
な
い
。
」
と
い
っ
た
。
ヘ
ビ
の
親
は
「
も 

し
人
間
で
あ
る
か
ぎ
り
、
薬
を
の
ま
さ
れ
た
ら
、
た
ね
は
く
だ
っ
て
し
ま
う
だ
ろ 

う
。
子
ど
も
を
流
産
さ
せ
る
に
は
、
川
端
に
は
え
て
い
る
シ
ョ
ウ
ブ
を
酒
の
中
に 

た
て
て
、
そ
れ
を
神
様
に
そ
な
え
て
か
ら
、
そ
の
酒
を
娘
に
の
ま
せ
れ
ば
く
だ
る 

の
だ
」
と
い
っ
た
。
そ
れ
を
聞
い
て
き
た
の
で
、
早
速
そ
の
酒
を
娘
に
の
ま
せ
た 

ら
何
千
匹
と
い
う
へ
ビ
の
子
を
生
み
だ
し
た
。
そ
れ
で
娘
は
快
復
し
た
。
そ
の
た 

め
に
五
月
五
日
の
シ
ョ
ウ
ブ
酒
は
男
も
女
も
飲
む
よ
う
に
な
っ
た
と
い
、っ
。(

大
久 

保)

八

日

節

供(

八
日)

鯉
ノ
ボ
リ
や
人
形
は
二
十
八
日
に
出
し
て
飾
り
、
八
日
に
し
ま
う
。

節
供
の
翌
日
を
「
節
供
ガ
ラ
」
と
い
っ
て
遊
ぶ
。(

六
千
石)

八
日
は
か
ら
ざ
お
節
供
、
こ
の
日
は
な
に
か
ご
ち
そ
う
を
つ
く
っ
て
祝
う
。

こ
れ 

か
ら
さ
お
を
し
ま
う
。(

大
久
保)

六 

月

麦
の
刈
り
入
れ

ニ
ア
ガ
リ
ボ
タ
餅 

麦
を
刈
り
入
れ
て
、
脱
穀
し
て
俵
に
入
れ
た
時
に
ボ
タ
餅
を 

作
っ
て
祝
う
。(

大
原)



天

気

祭

り

長
雨
が
続
い
た
時
に
は
、
麦
わ
ら
束
を
一
つ
ず
つ
持
ち
寄
っ
て
神
社
の
拝
殿
前
に 

山
と
積
ん
で
、
燃
や
し
て
天
気
を
祈
っ
た
。(

大
原)

雨

乞
 

い

日
で
り
が
続
く
と
、
雨
乞
い
を
し
た
。
代
表
が
赤
城
様(

三
夜
沢
の
池
の
水)

か 

榛

名

様
(

御
師
の
家)

へ
行
き
、
お
水
を
も
ら
っ
て
竹
ン
ボ
に
入
れ
、
途
中
止
ま 

ら
ず
に
自
転
車
で
リ
レ
ー
式
に
運
ん
で
来
た(

途
中
止
ま
っ
た
所
に
雨
が
降
る
と
い 

う
の
で)

。
水
は
馬
の
ス
ソ
だ
ら
い(

足
を
洗
う
盤
台)

の
中
に
垂
ら
し
て
、
村
の
人 

が
手
で
か
き
回
し
な
が
ら
「
サ
ー
ン
ゲ
サ
ン
ゲ 

六
根
シ
ョ
ウ
ジ
ョ
ウ
」
と
唱
え
て
、
 

神
主
が
拝
む
声
に
合
わ
せ
る
。

ふ
ん
ど
し
一
つ
の
は
だ
か
で
、
興
奮
し
て
く
る
と
手 

で
水
を
回
り
の
人
に
か
け
っ
こ
す
る
。
ま
た
、
盤
台
を
天
王
様
の
御
輿
に
し
ば
り
つ 

け
て
、
担
い
で
も
み
こ
ん
だ
り
し
た
。

山
の
神
の
集
会
所
に
役
員
が
寄
っ
て
、
昼
間
も
夜
も
休
ま
ず
に
太
鼓
を
た
た
い
て 

雨
乞
い
を
し
た
。

二
日
も
三
日
も
、
雨
が
降
る
ま
で
続
け
た
。(

大
原)

マ
ン
ガ
ア
ラ
ィ

マ
ン
ガ
ア
ラ
ィ
を
田
植
が
終
る
と
や
っ
た
。
オ
カ
マ
様
に
最
後
に
田
植
を
し
た
田 

の
水
口
の
苗
を
三
束
抜
い
て
ょ
く
洗
っ
て
供
え
た
。

の
ど
が
つ
か
え
た
時
に
オ
カ
マ
様
の
穂
で
ノ
ド
を
な
で
る
と
、
つ
か
え
が
と
れ
る
。
 

(

湯
ノ
入)

初 

な 

り

キ
ュ
ウ
リ 

キ
ュ
ウ
リ
の
初
ナ
リ
は
天
王
様
に
上
げ
な
い
う
ち
は
食
べ
ら
れ
な 

い
。-

神
棚
へ
上
げ
て
「
天
王
様
ニ
ア
ゲ
マ
ス
」
と
い
う
。(

六
千
石)

ナ
ス 

初
ナ
ス
は
ク
ウ
の
棒
に
さ
し
て
、
畑
の
真
中
に
さ
し
て
「
お
天
道
様
ニ
ア 

ゲ
マ
ス
」
と
い
う
。(

六
千
石)

天

王

様

 

む
か
し
は
、
久
宮
の
四
天
王
様
の
お
札
を
う
け
て
き
て
、
そ
れ
を
毎
戸
く
ば
っ
た
。
 

伝
染
病
が
流
行
し
た
と
き
に
は
、
天
王
様
の
お
宮
を
か
つ
い
で
む
ら
の
中
を
ま 

わ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
の
は
、
お
ぼ
え
て
明
治
四
十
年
に
一
回
、
そ
の 

後

三

回(

大
正
時
代
は
一
回)

、
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
は
や
ら
な
か
っ
た
。

天
王
様
は
キ
ュ
ウ
リ
が
好
き
と
い
う
。
天
王
様
は
キ
ュ
ウ
リ
ば
た
け
に
は
い
っ
て 

目
を
つ
い
た
の
で
、
自
分
の
家
の
も
の
に
は
キ
ュ
ウ
リ
を
つ
く
ら
せ
な
い
と
い
う
。
 

キ
ュ
ウ
リ
の
初
物
は
天
王
様
に
あ
げ
る
も
の
。
キ
ュ
ウ
リ
は
そ
の
あ
と
に
食
え
と
い 

う
。
キ
ュ
ウ
リ
の
初
物
を
あ
げ
な
い
う
ち
に
食
べ
る
と
、
カ
ッ
パ
に
川
へ 

ひ
き
ず
り 

こ
ま
れ
る
と
い
う
。
キ
ュ
ウ
リ
は
カ
ッ
パ
の
好
物
で
あ
る
。(

大
久
保)

天
王
様
の
祭
り
に
は
、
大
原
と
組
ん
で
、
タ
ラ
ィ
御
輿
を
担
い
だ
こ
と
も
あ
る
。

(

六
千
石)七 

月

八
丁
ジ
メ 
(

旧

六

月

一

日)

八
丁
ジ
メ 

厄
病
除
け
の
お
札
と
ニ
ン
ニ
ク
と
付
け
木
を
糸
で
結
び
合
せ
、
竹
の 

先
を
切
っ
た
も
の
に
、
割
っ
て
は
さ
む
か
又
は
、
吊
し
て
村
の
入
口
に
立
て
る
。

こ 

の

世

話

は

「年
番
」
と
い
う
部
落
の
年
中
行
事
を
一
さ
い
扱
う
人
が
旧
七
月
に
行
な 

っ
た
。(

寺
下)

八
丁
ジ
メ
は
旧
の
六
月
一
日
に
、
村
の
入
口
三
、
四
力
所
に
立
て
る
。
竹
二
本
に 

繩
を
張
り
、
シ
メ
カ
ザ
リ
を
さ
げ
る
。(

湯
ノ
入)

八
丁
ジ
メ
は
旧
六
月
一
日
に
し
た
。
他
村
か
ら
悪
病
が
入
っ
て
来
な
い
よ
う
に
。
 

(

台)八
丁
ジ
メ
は
七
月
一
日
に
や
る
。
旧
六
月
一
日
に
し
て
い
た
。
先
達
が
お
札
を
作
っ 

て
、
大
通
り
の
村
の
ニ
ヵ
所
の
入
口
の
辻
に
立
て
た
。
悪
病
よ
け
と
い
う
。(

滝
ノ
入)



八
丁
ジ
メ
は
旧
六
月
一
日
、
今
は
七
月
一
日
に
や
る
。
八
坂
神
社
の
お
札
を
部
落 

の
境
目
に
竹
竿
に
シ
メ
繩
を
は
り
、
そ
れ
を
さ
げ
る
。
疫
病
神
が
入
ら
な
い
よ
う
に
。
 

テ
ィ
シ
ャ
バ
、
山
ノ
神
で
は
今
も
し
て
い
る
。(

湯
ノ
入) 

-
七
月
一
日
、
村
の
四
方
の
境
界
に
、
八
丁
ジ
メ
を
立
て
た
。
「八
丁
ジ
メ
を
越
え
て 

来
て
、
で
け
え
こ
と
い
う
な
」
と
、
よ
く
い
、っ
。

こ
の
日
か
ら
七
日
ま
で
ナ
ナ
バ
ン 

ゲ
を
や
っ
た
。
新
し
い
大
麦
の
わ
ら
を
燃
し
た
。
終
戦
後
は
九
分
九
厘
、
麦
を
作
ら 

な
く
な
っ
た
の
で
、
や
ら
な
く
な
っ
た
。(

西
野)

八
丁
ジ
メ
は
厄
病
神
が
入
ら
な
い
よ
う
に
、
道
の
両
端
に
竹
を
二
本
立
て
て
、
シ 

メ
を
張
っ
た
。

「八
丁
ジ
メ
を
越
え
て
来
た
ん
だ
か
ら
し
っ
か
り
し
ろ
」
「八
丁
ジ
メ 

を
越
え
ち
ゃ
そ
ん
な
話
は
通
ら
な
い
よ
」
と
い
っ
た
。(

山
ノ
神)

村
境
の
道
の
両
側
へ
笹
竹
二
本
立
て
て
、
シ
メ
繩
を
張
り
、
お
札
や
弊
束
を
付
け 

て
飾
る
。
役
員
が
す
る
。
「
よ
そ
者
は
八
丁
ジ
メ
を
越
え
て
来
た
ら
、
お
お
く
威
張
る 

な
」
と
い
う
。(

六
千
石)

旧
六
月
一
日
に
八
丁
ジ
メ
を
し
た
。(

大
久
保)

免

、
'
厂 

f

七
月
一
日
〜
七
日
ン

七

暁

ケ

六

月

一

日

〜

七

日

七
晚
げ
は
七
月
一
日
か
ら
七
日
間
、
七
夕
ま
で
や
っ
て
い
た
。
門
口
で
麦
藁
を
燃 

や
す
。(

滝
ノ
入)

七
晚
げ
は
旧
六
月
一
日
か
ら
七
日
ま
で
、
門
口
で
麦
藁
の
小
束
を
燃
す
。
消
す
時 

に

「
ケ
ツ
に
ネ
ブ
ツ
が
で
き
な
い
よ
う
に
」
と
唱
え
る
。

八
丁
ジ
メ
の
日
か
ら
始
ま
る
。
麦
藁
の
タ
バ
の
頭
を
結
わ
え
、
ス
ソ
を
ひ
ろ
げ
て 

こ
ろ
ば
ぬ
よ
う
に
し
て
燃
や
す
。
子

供

達

は

「七
バ
ン
ゲ
、
ヤ
バ
ン
ゲ
、
シ
リ
に
ネ 

ン
ブ
ツ
で
き
る
な
。
頭
に
ガ
ン
ガ
サ
で
き
る
な
。
」
と
い
っ
て
、
火
が
燃
え
て
灰
に
な 

る
ま
で
尻
を
た
た
い
た
。(

湯
ノ
入)

七
晚
ゲ
は
七
月
一
〜
七
日
で
、
祇
園
の
前
一
週
間
は
、
夕
方
、
ヵ
ド
で
小
麦
わ
ら 

を
く
び
っ
て(

束
に
し
て)

、
燃
し
た
。
天
王
様
に
あ
げ
る
か
が
り
火
だ
と
い
う
。
そ 

の
あ
と
祇
園
祭
り
に
な
る
。(

大
原)

七
晚
ゲ
は
旧
六
月
一
日
〜
七
日
で
、
家
の
ヵ
ド
で
、
麦
わ
ら
を
束
に
し
て
立
て
て
燃

し
た
。
「七
晚
ゲ
八
晚
ゲ 

オ
尻
ニ
ネ
ン
ブ
ッ
デ
キ
ン
ナ
」
と
唱
え
て
、
火
を
消
し
た
。

(

六
千
石)

七
晚
ゲ
は
旧
六
月
一
日
よ
り
七
日
ま
で
。
子
ど
も
た
ち
が
村
内
を
ま
わ
っ
て
、
每 

戸
の
門
で
藁
束
の
火
を
も
す
。
子
ど
も
た
ち
は
、
鉦
に
大
き
な
数
珠
を
持
っ
て
ま
わ 

り
、
三
本
辻
に
行
く
と
、
七
ま
わ
り
し
て
「ナ
ム
ア
ミ
ダ
ン
ブ
ッ
、
ナ
ム
ア
ミ
ダ
」 

な
ど
と
唱
え
た
。
な
お
子
ど
も
た
ち
は
、
門
火
を
た
き
な
が
ら

「ナ
ナ
バ
ン
ゲ
ヤ
バ
ン
ゲ

ケ
ツ
ニ
ネ
ン
ブ
ツ
デ
キ
ン
ナ

ア
タ
マ
へ
カ
サ
ガ
ヌ
ケ
ン
ナ
」

な
ど
と
唱
え
た
。
火
を
燃
し
た
あ
と
へ
線
香
を
あ
げ
た
。

旧
六
月
一
日
か
ら
七
日
ま
で
七
晚
ゲ
を
し
た
。
各
家
ご
と
に
、
夕
方
か
ど
で
ム
ギ 

ワ
ラ
の
束
を
、
「
ケ
ツ
に
ね
ん
ぶ
つ
で
き
ん
な
」
と
い
い
な
が
ら
も
や
し
た
。
こ
の
あ 

い
だ
、
子
ど
も
た
ち
は
大
き
な
数
珠
に
そ
れ
ぞ
れ
な
わ
を
し
ば
っ
て
、
そ
れ
を
二
十 

人
ぐ
ら
い
の
子
ど
も
が
ひ
っ
ぱ
り
、
中
に
ひ
と
り
子
ど
も
が
は
い
っ
て
か
つ
ぎ
、
も 

ぅ
一
人
が
か
ね
を
た
ゝ
き
な
が
ら
、
「
な
ん
ま
い
だ
、
な
ん
ま
い
だ
」
と
い
い
な
が
ら
、
 

む
ら
中
の
道
を
あ
る
い
た
。

こ
の
こ
ろ
は
仕
事
が
い
そ
が
し
い
の
で
、
子
ど
も
た
ち 

で
や
っ
た
。
辻
へ
行
く
と
、
か
ね
を
た
、
き

な

が

ら

「
な
ん
ま
い
だ
な
ん
ま
い
だ
」 

と
い
い
な
が
ら
、
七
ま
わ
り
ま
わ
っ
た
。
こ
れ
は
午
後
か
ら
は
じ
め
て
も
半
日
ぐ
ら 

い
は
か
、
っ
た
。
む
ら
の
上
か
ら
下
ま
で
ニ
キ
ロ
ほ
ど
あ
り
、
子
ど
も
た
ち
は
数
珠 

を
ひ
っ
ぱ
り
な
か
ら
上
か
ら
下
へ
と
ま
わ
っ
た
。
こ
の
行
事
は
終
戦
前
ま
で
は
や
っ 

て
い
た
。

ム
ギ
ワ
ラ
の
束
へ
は
、
夕
方
暗
く
な
っ
て
か
ら
火
を
つ
け
た
。

旧
の
六
月
の
月
は
天
王
様
の
月
と
い
っ
た
。
天
王
様
は
や
く
よ
け
の
神
様
で
、
悪 

い
病
い
は
天
王
様
が
よ
け
て
く
れ
る
と
い
っ
た
。(

大
久
保)

石 

尊

様

セ
キ
ソ
ン
様
を
旧
六
月
一
日
か
ら
盆
の
十
五
日
ま
で
ま
つ
っ
た
。
湯
ノ
入
に
は
八 

王
子
山
に
一
つ
あ
り
、
ワ
カ
レ
ン
の
世
話
人
が
灯
明
を
あ
げ
た
。
各
家
で
は
ア
フ
り



様
を
ま
つ
っ
た
。(

湯
ノ
入)

半 

夏
(

二
日)

ハ
ン
ゲ
に
は
田
植
を
し
な
い
。
ハ
ン
ゲ
様
が
管
笠
を
か
ぶ
っ
て
田
植
を
し
て
い
て
、
 

風
に
あ
お
ら
れ
て
八
丁
ジ
メ
に
ひ
っ
か
か
っ
た
の
で
、
こ
の
日
に
田
植
は
し
な
い
。
 

(

湯
ノ
入)

赤

城

神

社
(

十
二
日)

赤
城
の
モ
チ
ク
ィ 

七
月
十
二
日
に
三
夜
沢
の
赤
城
神
社
の
神
主
の
家
へ
、
餅
米 

を
一
升
背
負
っ
て
餅
食
い
に
行
っ
た
。

一
晩
泊
り
で
行
っ
た
。(

湯
ノ
入)

お 

中 

元

お
中
元
は
、
親
と
仲
人
の
と
こ
ろ
へ
す
る
。
盆
ょ
り
前
に
も
っ
て
い
く
も
の
と
さ 

れ
て
い
る
。
日
は
と
く
に
き
ま
っ
て
い
な
い
。
お
中
元
は
い
わ
ば
暑
中
見
舞
と
い
う 

こ
と
で
あ
る
。(

大
久
保)

七 

夕
(

十

七

日)

七
夕
は
七
月
十
七
日
に
す
る
。
赤
飯
か
ま
ん
じ
ゅ
う
を
作
っ
た
。

朝
、
里
芋
の
葉
の
露
を
集
め
て
短
冊
に
歌
を
書
い
た
り
し
た
。

「七
夕
の
と
う
が
と
る
船
の
か
し
の
上
に
な
ら
い
ぞ
つ
ら
き
天
の
川

お
せ
は
し
び
れ
て
渡
り
な
れ
ど
も 

露
の
玉
々
年
に
待
つ
」

朝
早
く
水
あ
び
に
行
く
。
髪
を
洗
う
と
髪
が
き
れ
い
に
な
る
。

竹
は
川
に
流
す
。

七
夕
に
雨
が
三
粒
で
も
降
れ
ば
い
い
。

七
夕
に
メ
ズ
ラ
畑
に
入
っ
て
は
い
け
な
い
。
疫
病
神
が
メ
ズ
ラ
畑
に
隠
れ
て
い
る 

か
ら
。
又
、
七
夕
様
が
畑
で
緣
結
び
を
す
る
か
ら
、
じ
や
ま
を
し
て
は
い
け
な
い
と 

も
い
う
。

七
夕
に
仕
事
を
す
る
と
病
気
に
な
る
。(

湯

ノ

入•

台) 

.

七
夕
に
は
七
回
水
を
あ
び 

ろ
と
い
、っ
。
「
ね
ぶ
っ-

た
流
れ 

ろ
。
豆
の
葉
は
と
ま
れ
。
」
と 

い
っ
て
水
を
あ
び
た
。
岡
上 

用
水
ま
で
い
っ
た
。

七
夕
の
時
に
髪
を
洗
ぅ
と 

ょ
い
。

七
夕
は
前
は
七
月
七
日
に
、
 

今
は
七
月
十
七
日
に
す
る
。
 

盆
の
一
週
間
前
に
す
る
。
 

七
夕
に
墓
掃
除
を
す
る
。

七
夕
に
三
粒
で
も
雨
が
降 

れ
ば
い
い
と
も
、
七
夕
は
荒 

れ
日
と
も
い
ぅ
。

こ
の
日
に
メ
ズ
ラ
畑
に
入 

っ
て
は
い
け
な
い
。
七
夕
様 

が
メ
ズ
ラ
畑
で
い
い
話
を
し

て
い
る
の
で
じ
や
ま
に
な
る
か
ら
。(

滝
ノ
入)

芋
っ
葉
の
露
を
、
硯
で
す
っ
て
、
天
の
川•

七
夕
な
ど
と
書
く
。
ゆ
で
饅
頭
を
作 

る
。
山
へ
行
っ
て
、
ネ
ブ
タ
の
木
を
取
っ
て
来
て
、
お
天
道
様
の
あ
が
ら
な
い
う
ち 

に
、
川
へ
行
っ
て
、
ね
ぶ
た
か
ね
え
よ
う
に
っ
て
、
目
を
こ
す
っ
て
流
し
た
。
十
二 

時
過
ぎ
れ
ば
、
今
日
の
分
だ
っ
て
、
呼
び
っ
こ
し
て
大
勢
で
、
お
っ
か
な
い
の
を
我 

慢
し
て
行
っ
た
。
「七
夕
の
日
は
、
厄
病
神
が
、
厄
病
を
し
ょ
っ
て
来
る
」
と
い
う
の 

で
、
朝
草
刈
り
に
も
い
か
な
い
。
「
メ
ズ
ラ
畑
に
入
る
と
、
厄
病
神
が
子
を
生
ん
で
る 

か
ら
い
っ
ち
ゃ
な
ら
ね
え
」
と
い
う
。
当
日
は
、
三
粒
で
も
雨
が
降
る
方
が
い
い
、
 

悪
い
病
が
は
や
ら
な
い
と
い
う
。
竹
は
川
に
流
す
。
短
冊
は
と
っ
て
お
い
て
、
子
ど 

も
に
、
く
さ
が
で
き
た
時
に
、
短
冊
を
焼
い
て
、
そ
の
灰
を
胡
麻
油
で
と
い
て
つ
け 

る
と
な
お
る
。
七
夕
に
髪
を
洗
う
と
、

一
年
中
よ
く
お
ち
る
。(

三
島)

七夕の笹の仕末、地蔵堂境内に納めてある。(滝ノ入) 

(丑木幸男撮影)



笹
に
五
色
の
紙
。
短

冊•

あ

み•

風
船
な
ど
を
つ
け
て
立
て
る
。
短
冊
に
は
、
「七 

夕
」
•

「
天
の
川
」
な
ど
と
書
く
。
笹
の
下
へ
行
っ
て
、
露
を
浴
び
る
と
頭
が
痛
ま 

な
い
。
ミ
ズ
ア
ビ
ッ
キ(

ね
ぶ
た
の
木)

の
葉
を
、
川
に
流
す
。
髪
を
洗
う
と
、
里⑼ 

く
の
び
る
。
雨
は
降
ら
な
い
方
が,
い
い
。(

山
ノ
神)

七
夕
飾
り
は
芋
の
露
で
墨
を
す
っ
て
短
册
に
字
を
書
い
て
竹
の
枝
に
付
け
て
飾
っ 

た
。
ネ
ブ
タ
は
付
け
な
か
っ
た
。
、っ
で
ま
ん
じ
ゅ
う
を
供
え
た
。

七
夕
に
は
十
時
前
に
髪
を
洗
う
と
よ
く
落
ち
る
。

十
時
前
に
メ
ズ
ラ
畑
に
行
く
と
、
七
夕
様
が
恋
を
し
て
い
る
の
で
、
入
っ
て
は
い 

け
な
い
。
そ
の
時
に
行
く
と
病
気
に
な
る
。
必
要
が
あ
る
な
ら
、
前
の
晩
方
に
行
っ 

て
取
っ
て
お
け
と
い
う
。

七
夕
様
は
女
の
神
で
、
雨
が
降
る
と
天
の
神
が
溢
れ
て
、
出
会
え
な
い
。
会
う
と 

よ
い
こ
と
は
な
い
の
で
、
七
夕
に
は
雨
が
降
っ
た
方
が
よ
い
。(

六
千
石)

七
夕
の
日
の
午
前
中
は
家
ご
と
に
墓
掃
除
を
す
る
。

七
夕
に
は
か
ざ
り
竹
を
た
て
る
。
女
の
子
な
ど
は
お
か
ざ
り
の
前
に
机
を
出
し
て
、
 

新
し
い
着
物
を
そ
の
上
に
お
そ
な
え
し
て
か
ら
着
る
と
、
そ
の
あ
と
は
、

い
い
着
物 

を
ち
よ
く
ち
よ
く
着
ら
れ
る
と
い
う
。(

大
久
保)

七
夕
の
竹
を
ス
ィ
カ
畑
に
立
て
る
。
カ
ラ
ス
除
け
に
な
る
。(

大
久
保)

盆
の
墓
掃
除 

七
夕
の
日
の
午
前
中
に
、
自
分
の
家
の
墓
掃
除
を
す
る
。

こ
の
日 

は
、
早
く
墓
掃
除
を
し
て
、
ゅ
っ
く
り
休
め
と
い
っ
た
。(

大
久
保)

カ
ワ
ツ
ピ
タ
リ 

盆
前
に
餅
を
つ
い
て
、
川
の
端
の
橋
の
た
も
と
あ
た
り
に
お
供 

え
を
あ
げ
た
。
仏
様
が
お
客
に
来
る
の
で
。(

台)

土 

用

土
用
念
仏 

土
用
の
三
日
目
か
ら
一
週
間
や
っ
た
。
集
会
所
で
や
っ
て
い
た
が
、
 

そ
の
前
は
薬
師
堂
で
や
っ
て
い
た
。
百
万
篇
を
や
っ
た
。
老
若
男
女
を
問
わ
ず
四
、
 

五
十
人
位
集
ま
っ
た
。
太
平
洋
戦
争
中
位
ま
で
し
て
い
た
。(

湯
ノ
入)

土
用
の
三
日
目
に
や
る
。
村
の
人
で
好
き
な
人
が
、
大
き
な
数
珠
で
や
る
。
地
蔵 

山
に
お
堂
が
あ
り
、
十
畳
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
や
っ
た
。

そ
の
辺
を
り
ョ
ウ
と
い
っ

て
い
た
。

リ
ョ
ウ
坊
主
と
い
ぅ
言
葉
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
地
蔵
山
の
後
に
観
音 

山
が
あ
り
、
そ
こ
の
観
音
様
が
昔
さ
か
っ
た
と
い
ぅ
。

(

滝
ノ
入)

土
用
念
仏
に
は
で
か
い
じ
ゅ
ず
を
十
二
人
ぐ
ら
い
で
廻
し
た
。(

西
野)

丑
の
日 

丑
湯
と
い
っ
て
、
朝
早
く
入
り
に
行
く
。
ウ
ナ
ギ
を
食
べ
る
。(

三
島) 

土
用
の
丑
の
日
に
は
ウ
シ
ュ
に
行
く
ぺ
え
じ
ゃ
ね
え
か
い
と
い
っ
て
温
泉
に
行 

く
。(

滝
ノ
入)

土

用

灸

土

用

に

な

る

と

、
灸
を
す
え
た
。(

三
島)

昼
湯
昼
間
風
呂
を
た
て
て
薬
草
を
せ
ん
じ
て
入
れ
、
近
所
の
人
を
呼
ん
で
風
呂 

に
入
っ
た
。(

六
千
石)

薬
草
取
り 

土
用
三
ツ
目
に
セ
ン
フ
リ•

ゲ
ン
ノ
シ
ョ
ウ
コ
な
ど
の
薬
草
を
取
っ 

て
、
陰
干
し
に
す
る
と
よ
い
。(

六
千
石)

ト
リ
草
と
い
っ
て
土
用
の 

三
日
目
に
百
種
の
草
を
と
っ 

て
湯
に
入
れ
る
と
き
く
。

(

滝
ノ
入)

梅

干

し

梅

干

し

を

「三 

日
三
晚
ノ
土
用
干
シ
」
と
い 

っ
て
、
夜
露
に
か
け
た
方
が 

ょ
い
。(

六
千
石)

農

休

み(

ー
ー
十
日
〜

二

十

三

日)

小
麦
が
取
れ
た
の
で
、
ぅ 

で
ま
ん
じ
ゅ
ぅ
を
作
っ
て
食 

ベ
、
仕
事
を
休
む
。(

六
千
石)

天
王
様 

祇
園
祭
で
天
王 

様
が
に
ぎ
わ
っ
た
。

み
こ
し 

を
担
い
で
ね
っ
た
。(

大
原)

天王社 7月29日祇園祭でにぎわった。(大原) 

(関口正己撮影)



盆
(

二
十
三
日)

盆
の
日
取
り 

七
月
二
十
三
日
、
八
月
十
三
日
、
八
月
二
十
三
日
、
九
月
一
日
な 

ど
、
産
業
の
や
り
方
に
ょ
っ
て
日
取
り
が
違
っ
て
来
た
。(

六
千
石)

墓
掃
除 

大
体
二
十
二
日
頃
や
る
。
今
井
ィ
ッ
ケ
は
七
夕
に
、
植
木
ィ
ッ
ケ
は
二 

十
三
日
に
や
る
。(

湯
ノ
入)

盆
棚 

座
敷
に
竹
で
四
本
の
柱
を
作
り
、
チ
ガ
ヤ
の
繩
に
、
杉
の
葉
、
色
紙
、
高 

野
山
な
ど
の
掛
軸
を
下
げ
、
盆
花
や
白
ユ
リ
を
あ
げ
、
ご
先
祖
様
の
位
碑
を
盆
棚
に 

出
し
て
ま
つ
る
。

水
鉢
に
水
を
入
れ
そ
れ
に
つ
け
て
ミ
ズ 

ハ
ギ
で
蓮
の
葉
を
た
た
き
、
水
を
ひ
た
す
。
 

(

湯
ノ
入)

盆
棚
は
竹
を
四
本
立
て
て 

チ
ガ
ヤ
の
繩
で
囲
い
、
棚
を 

作
っ
て
新
ご
ざ
を
敷
き
仏
壇 

か
ら
位
牌
を
移
し
て
置
き
、
 

盆
花
や
果
物
を
供
え
る
。
ぅ 

ど
ん
を
チ
ガ
ヤ
の
繩
に
掛
け 

て
、
荷
繩
に
す
る
と
い
ぅ
。
 

迎
え
盆
に
か
け
て
お
く
。

ナ
ス
で
馬
を
作
り
、
馬
の 

餌
と
し
て
ナ
ス•

メ
ズ
ラ
を 

刻
ん
で
芋
の
葉
に
盛
っ
て
供 

え
る
。(

六
千
石)

カ
ツ
モ(

マ
コ
モ)

で
、
方 

一
尺
ぐ
ら
い
の
盆
ご
ざ
を
作 

っ
て
の
せ
る
。(

大
久
保)

無
縁
仏
身
内
の
者
で
な

く
、
非
業
の
死
を
し
た
人
で
、

誰
も
か
ま
わ
な
い
仏
を
、
盆
棚
の
下
へ
ま
つ
る
。
芋
っ
葉
の
上
に
、
カ
ワ
ラ
ケ(

土
器) 

に
ぼ
た
餅
を
の
せ
て
供
え
る
。
無
縁
仏
の
供
え
物
は
下
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
盆
送 

り
の
時
に
送
り
出
す
。
(

六
千
石)

シ
ョ
ウ
り
ョ
ウ
様
は
子
供
の
神
で
、
盆
棚
の
下
に
ま
つ
る
。
カ
ワ
ラ
ケ
に
芋
の
葉 

を
敷
い
て
、
供
え
物
を
の
せ
て
供
え
た
。

こ
の
供
え
物
を
食
べ
る
と
、
連
れ
て
行
か 

れ
る
と
い
う
。(

大
原)

お
盆
の
と
き
に
、
そ
う
り
ょ
う
さ
ま
を
盆
棚
の
下
に
ま
つ
っ
た
。
古
い
盆
花
と
な 

す
で
つ
く
っ
た
う
ま(

こ
れ
に
盆
花
を
さ
し
た)

を
か
ざ
っ
た
。

こ
こ
に
は
ぼ
た
も 

ち
を
小
さ
く
つ
く
っ
て
あ
げ
た(

ご
ち
そ
う
は
か
わ
ら
け
に
の
せ
て
あ
げ
た)

。
ご
ち 

そ
う
は
盆
の
う
ち
三
日
間
さ
げ
ず
に
お
い
て
、
盆
お
く
り
の
と
き
に
、
カ
ィ
ド
と
か 

墓
地
へ
も
っ
て
い
っ
た
。(

大
久
保)

ル
ス
ン
ギ
ョ
ウ 

盆
棚
に
位
牌
を
移
し
て
、
あ
い
た
仏
壇
の
方
に
供
え
る
こ
と
を 

い
う
。(

大
久
保)

生
き
盆 

盆
の
い
く
日
か
前
に
、
新
し
い
嫁
に
は
、
も
ら
い
方
の
親
が
、
新
し
い 

着

物
(

ろ
の
着
物
—
長
じ
ゅ
ば
ん
と
着
物)

を
つ
く
っ
て
や
っ
て
、
里
へ
や
っ
た
。
 

こ
の
と
き
も
っ
て
行
く
も
の
は
新
粉(

重
箱
に
入
れ
て
い
く)

。
こ
れ
で
う
ど
ん
を
つ 

く
っ
て
食
べ
て
き
た
。
親
の
生
き
て
い
る
う
ち
は
、
嫁
は
里
へ
行
っ
て
こ
の
行
事
を 

し
た
。
そ
れ
を
生
き
盆
と
い
う
。
現
在
は
や
っ
て
い
な
い
。(

大
久
保)

迎
え
盆 

七
月
二
十
三
日
に
長
円
寺
か
ら
ひ
き
茶
を
貰
っ
て
く
る
。
「
灯
明
を
貰
っ 

た
ら
道
草
を
食
わ
ず
に
来
う
」
と
言
わ
れ
た
。

盆
棚
を
作
り
そ
れ
に
位
碑
を
出
す
。
新
盆
は
盆
棚
の
脇
に
飾
る
。
別
に
飾
る
家
も 

あ
る
。
盆
棚
の
下
に
ソ
ー
り
ョ
ウ
様
を
飾
る
。(

滝
ノ
入)

盆
に
は
提
灯
を
持
っ
て
い
き
、
お
寺
の
仏
壇
か
ら
火
を
も
ら
っ
て
き
て
、
家
の
お 

燈
明
に
つ
け
る
。
盆
棚
の
上
は
先
祖
様
で
、
下
は
無
縁
仏
で
あ
る
。(

台)

盆
は
お
墓
へ
鉦
を
叩
い
て
迎
え
に
行
く
。
お
寺
で
提
灯
に
火
を
つ
け
て
戻
る
。
丑
日 

は
名
入
提
灯
だ
っ
た
が
、
今

は

「今
晩
は
提
灯
」
に
な
っ
た
。
お
寺
で
お
茶
菓
子
と
、
 

マ
ッ
チ
を
貰
っ
て
来
る
。
茄
子
で
馬
を
作
る
。
メ
ズ
ラ
が
馬
の
け
一
ば
に
な
る
。
ま 

た
巾
の
広
い
う
ど
ん
を
作
っ
て
、
仏
様
の
荷
繩
に
す
る
。
盆
棚
の
下
に
、
お
し
ょ
う

盆棚(組立式)下の段に無縁仏をまつる(大久保)

(井田安雄撮影)



ろ
様
を
飾
る
。
「盆
に
ゃ
ぼ
た
餅
、
昼
間
は
う
ど
ん
、
夜
は
米
の
飯
、
と
う
な
す
汁
よ
」 

と
V

っ
歌
の
通
り
だ
っ
た
。
新
盆
の
時
は
、
「
お
静
か
な
お
盆
様
で
、
お
め
で
と
う
ご 

ざ
い
ま
す
」
と
、
挨
拶
し
た
。
盆

送

り

は

「仏
様
が
お
そ
く
な
る
と
大
事
だ
か
ら
、
 

早
く
送
れ
や
」
と
、
あ
げ
た
も
の
を
皆
持
っ
て
送
り
出
し
た
。
お
盆
だ
か
ら
、
セ
ミ 

や
ト
ン
ボ
を
殺
す
な
と
い
、っ
。(

三
島)

お
盆
の
二
十
三
日
に
墓
の
掃
除
を
し
、
盆
棚
を
作
る
。
チ
ガ
ヤ
で
結
う
。
し
よ
う 

り
よ
う
様
を
下
に
飾
る
。
金
蓮
を
飾
る
。
仏
様
の
し
よ
い
繩
に
、
ひ
も
か
わ
を
か
け 

る
。
盆
迎
え
に
は
提
灯
を
持
っ
て
行
く
。
お
墓
ま
で
行
き
、
お
線
香
を
あ
げ
、
「
お
じ 

い
さ
ん
、
お
ば
あ
さ
ん
迎
え
に
来
ま
し
た
か
ら
、
お
ぶ
っ
て
い
き
ま
す
」

っ
て
格
好 

し
た
。
送
る
時
は
、
お
昼
食
っ
て
か
ら
、
「早
く
行
か
な
い
と
、
行
く
と
こ
へ
行
き
つ 

け
な
い
」
と
い
っ
て
、
早
く
行
く
。
う
ち
に
よ
っ
て
は
、
お
そ
い
う
ち
も
あ
る
。
盆 

様
に
あ
げ
た
も
の
は
食
べ
る
。
し
よ
う
ろ
う
様
の
は
、
か
い
ど
う
に
出
す
。
盆
が
来 

る
時
分
に
死
ぬ
と
、
シ

ラ

ジ(

摺
鉢)

を
か
ぶ
せ
る
。
「
お
客
に
行
く
の
に
、
こ
っ
ち 

に
来
る
」

っ
て
閻
魔
様
に
な
ぐ
ら
れ
る
か
ら
。
新
盆
見
舞
に
は
、
、っ
ど
ん
三
、
四
把 

を
持
っ
て
、
「結
講
な
お
盆
様
で
ご
ざ
い
ま
す
。
新
盆
見
舞
に
来
ま
し
た
」
と
い
う
。

(

山
ノ
神)

盆
迎
え
は
提
灯
持
っ
て
寺
へ
火
貰
い
に
行
き
、
墓
場
へ
回
っ
て
、,

線
香
と
あ
か
り 

を
十
三
本
ず
つ
供
え
る
。
線
香
の
煙
に
乗
せ
て
お
盆
棚
を
連
れ
て
く
る
。
あ
か
り
を 

家
の
盆
棚
に
つ
け
る
。(

大
原)

盆
迎
え
は
十
三
日
に
寺
へ
盆
迎
え
に
行
き
、
灯
り
を
も
ら
っ
て
来
る
。
迎
え
火
は 

た
か
な
い
。(

六
千
石)

盆
前
に
、
荒
物
屋
で
ゴ
ザ•

提

灯•

盆
花
な
ど
を
買
っ
て
用
意
し
て
お
く
。

十
三
日
に
盆
棚
を
つ
く
る
。
盆
棚
に
新
竹
を
柱
に
し
、
チ
ガ
ヤ
で
な
わ
を
つ
く
り
、
 

ま
わ
り
に
し
め
を
は
っ
た
。
山
か
ら
と
っ
て
き
た
花
と
、
買
っ
て
き
た
つ
く
り
ば
な 

を
か
ざ
る
。
前
の
年
に
か
ざ
っ
た
つ
く
り
ば
な
は
盆
お
く
り
の
と
き
に
ナ
ス
の
ウ
マ 

に
さ
し
て
、
墓
へ
も
っ
て
い
く
。

盆

ブ

チ(

盆
む
か
え)

に
お
寺
へ
行
く
。
お
寺
で
は
ひ
き
茶
を
く
れ
る
。
そ
れ
を 

棚
に
そ
な
え
て
お
く
。
夕
方
、
提

灯
(

弓
張
提
灯
、
家
紋
が
つ
い
て
い
る)

を
も
っ

て
お
墓
へ
行
く
。
主
人
が
行
く
の
が
ふ
つ
う
だ
が
、
子
ど
も
が
行
く
場
合
も
あ
る
。
 

お
墓
で
火
を
も
や
し
て
、
そ
の
火
を
提
灯
に
つ
け
て
く
る
。

そ
の
火
を
盆
棚
に
う
つ 

す
。
む
か
し
は
門
火
を
た
い
た
と
い
う
が
、
現
在
で
は
た
か
な
い
。

こ
の
日
か
ら
ご
ち
そ
う
を
つ
く
っ
て
仏
様
に
お
そ
な
え
し
た
。

ソ
ウ
リ
ョ
ウ
様
は
盆
棚
の
下
に
ま
つ
ら
れ
た
。

ソ
ウ
リ
ョ
ウ
様
と
い
う
の
は
子
ど 

も
の
仏
様
と
い
う
。
位
牌
を
盆
棚
に
う
つ
し
て
ま
つ
っ
て
あ
る
の
で
、
仏
壇
は
か
ら 

に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
留
守
神
様
と
い
っ
て
、
そ
こ 

へ
も
ご
ち
そ
う
を
あ
げ
た
。
 

(

大
久
保)

ヒ
キ
茶
迎
え
盆
の
時
に
寺
で
ヒ
キ
茶
を
ょ
こ
す
。

こ
の
お
茶
を
入
れ
て
盆
棚
に 

供
え
る
。
盆
送
り
の
時
、
仏
様
は
こ
の
お
茶
を
飲
ん
で
帰
る
の
で
、
送
っ
た
時
に
お 

墓
へ
す
て
る
。

三
度
三
度
上
げ
た
物
は
ど
こ
に
棄
て
て
も
ょ
い
。
お
供
の
犬
の
こ
と
は
い
わ
な
い
。

(

六
千
石)

仏
の
野
回
り 

田
畑
を
先
祖
様
に
み
て
も
ら
、っ
。

田
畑
を
き
れ
い
に
し
て
み
て
も
1 

ら
う
。
先
祖
の
位
牌
を
背
負
っ
て
い
く
。(

台)

新
盆
盆
棚
の
一
段
下
に
ま
つ
る
。

新盆棚外側に新盆提灯を吊るす

(大久保) (井田安雄撮影)



人
が
線
香
あ
げ
に
来
る
か
ら
外
へ
出
ら
れ
な
い
の
は
あ
た
り
ま
え
だ
が
、
蔭
に
い 

る
と
か
は
言
わ
な
い
。(

湯
ノ
入)

新
盆
づ
き
あ
い
は
す
る
も
ん
じ
ゃ
な
い
。
近
い
親
類
が
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
位
。
 

(

滝
ノ
入)

新
盆
の
時
、
「
お
静
か
な
お
盆
で
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
、
結
構
な
お
盆
様
で
」 

と
い
っ
て
挨
拶
す
る
。(

三
島)

新
盆
は
別
に
新
盆
棚
を
作
り
新
盆
提
灯
を
飾
る
。
寺
へ
米
一
升
持
っ
て
「盆
ブ
チ
」

に
行
く
。(

六
千
石)

新
盆
の
と
き
に
は
、
そ
う
り
よ
う
様
の
よ
、

棚
を
、
盆
棚
の
下
に
つ
く
る
。

こ 

れ
は
家
に
よ
っ
て
多
少
の
ち
が
い
は
あ
る
。

新
盆
見
舞
に
は
、
近
所
の
人
や
身
内
の
人
が
来
る
。

こ
の
と
き
の
あ
い
さ
つ
は 

「
〇
〇
〇
新
盆
で
誠
に
お
さ
び
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
お
く
や
み
申
し
あ
げ
ま
す
」 

と
い
う
。
新
盆
見
舞
に
は
、
女
衆
が
行
く
の
が
多
い
。(

大
久
保)

盆
お
く
り 

十
六
日
の
午
後
、
ナ
ス
の
ウ
マ
を
つ
く
り
、
ウ
マ
の
え
さ
と
し
て
、
 

ナ
ス
を
サ
ィ
の
目
に
き
っ
て
、
盆
む
か
え
の
と
き
に
お
寺
か
ら
も
ら
っ
て
き
た
ひ
き 

茶
の
の
こ
り
を
か
け
て
、
ダ
ン
ゴ
や
ウ
マ
と
一
緒
に
墓
へ
も
っ
て
行
っ
た
。

盆
お
く
り
は
、
墓
地
が
近
い
場
合
に
は
、
墓
ま
で
お
く
つ
て
行
く
が
、
遠
い
場
合 

に
は
、
家
の
門
先
ま
で
お
く
つ
て
行
く
。
お
く
つ
て
行
く
と
き
に
は
、
盆
棚
に,
つ
か
つ 

た
竹
も
一
緒
に
も
つ
て
行
く
。
-

門
先
で
ム
ギ
ワ
ラ
を
も
や
し
て
門
火
を
た
い
た
。

こ
の
火
は
盆
棚
か
ら
提
灯
に
う 

つ
し
て
き
た
も
の
。
門
火
を
た
い
て
か
ら
墓
へ
仏
様
を
お
く
つ
て
行
つ
た
。
家
族
の 

も
の
が
お
く
つ
て
行
つ
た
。(

大
久
保)

送
り
盆
に
は
メ
ン
コ(

、つ
ど
ん)

を
ぶ
つ
て
、
し
よ
い
繩
と
し
て
ナ
ス
の
馬
に
引
つ 

か
け
て
、
送
り
出
し
た
。(

大
原)

盆
中
の
食
事 

植
木
ィ
ッ
ケ
で
は
盆
中
の
食
事
は
次
の
よ
う
に
決
ま
つ
て
い
る
。

二
十
三
日 

ア
ベ
ヵ
ワ 

ニ
十
四
日 

ア
ン
コ
ロ
餅

二
十
五
日 

ボ
タ
モ
チ(

甘

い
)

二
十
六
日 

キ
ナ
コ
の
ボ
タ
モ
チ

な
お
、
昼
は
う
ど
ん
、
夜
は
御
飯
。

二
十
三
日
の
餅
つ
き
の
音
を
聞
い
て
、
ご
先
祖
様
が
来
る
と
い
う
。(

湯
ノ
入)

盆
お
ど
り
の
唄
の
文
句
に

「朝
は
ぼ
た
も
ち
、
お
昼
は
う
ど
ん
、
夜
は
米
の
め
し
、
ト
ウ
ナ
ス
汁
よ
」
と
い 

、
 

う
の
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
、
朝
は
ぼ
た
も
ち
を
つ
く
つ
て
あ
げ
、
昼
は
う
ど
ん
、
 

夜
は
ご
は
ん
を
つ
く
つ
て
あ
げ
る
。

ま
た
、
「盆
の
ぼ
た
も
ち
、
嫁
と
姑
の
仲
な
お
り
」
と
い
う
こ
と
ば
も
あ
る
。

盆
中
の
昼
の
う
ど
ん
を
「
ヒ
ル
バ
テ
」
と
い
う
。
(

大
久
保)

盆

踊

り

歌

「朝
ハ
ボ
タ
餅
、
 

昼
間
ハ
ル
ス
夜
ハ
南
京
飯 

(

米
ノ
飯)

ト
ウ
ナ
ス
汁
ヨ
。
」 

(

大
原)

十
王
の
つ
ら
ょ
ご
し
盆
の 

十
六
日
の
晩
に
、
盆
様
を
お
く 

っ
て
、
盆
棚
を
か
た
ず
け
て
か 

ら
、
女
衆
か
五
目
め
し
を
つ
く 

っ
た
。
こ

れ

を

「
十
王
の
つ
ら

篮送リ 竹、ノヽナ、水、線香を持って墓 

地へ行C。(大久保)(井田安雄撮影)

盆适りの馬 ナスの馬を、カツモの 

ござにのせてカドへ出す。(山ノ神) 

(朝岡紀三男撮影)

八木節祭(中原)

(阿部孝撮影)



よ
ご
し
」
と
い
っ
た
。

こ
れ
で
盆
は
終
わ
り
だ
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
い
う
。(

大

久
保)

八 

月

カ

マ

ッ

プ

タ
(

旧

七

月

一

日)

カ
マ
ッ
プ
タ 

旧
七
月
一
日
。
、っ
で
ま
ん
じ
ゆ
う
を
作
る
。
カ
ッ
パ
に
ひ
か
れ
る 

か
ら
水
を
あ
び
る
な
と
い
、っ
。(

湯
ノ
入)

カ
マ
ノ
フ
タ
ト
リ
は
、
旧
七
月
一
日
で
、
十
五
日
の
盆
に
仏
が
出
て
来
る
の
で
、
 

地
獄
の
蓋
を
あ
け
る
日
と
い
う
。(

六
千
石)

か
わ
ら
け 

釜
の
口
開
け
か
ら
盆
に
死
ぬ
と
、
「地
獄
か
ら
お
客
に
来
る
の
と
い
う 

の
に
行
く
」
と
い
う
の
で
、
か
わ
ら
け
を
頭
に
の
せ
て
や
る
。(

三
島)

盆
や
彼
岸
に
死
ん
だ
人
に
は
、
ス
リ
鉢
を
か
ぶ
せ
て
埋
め
た
。
わ
け
は
不
明
だ
が
、
 

後
生
が
い
い
と
も
い
う
。
ま
た
、

こ
れ
だ
け
の
寿
命
だ
と
も
い
う
。(

大
原)

焼
キ
餅 

粉
を
こ
ね
て
握
っ
て
、
平
た
く
丸
く
し
て
、
ネ
ギ
や
ニ
ラ
な
ど
を
入
れ 

て
焼
キ
餅
を
作
り
、
ホ
ウ
ロ
ク
で
焼
く
。
こ
こ
は
、
焼
キ
餅
の
産
地
だ
っ
た
。(

六
千 

石)

八

海

さ

ん

竿
の
先
に
、
蠟
燭
を
立
て
る
と
、
向
、っ(

越
後
の
八
海
さ
ん)

か
ら
見
え
た
。(

西

野)

九 

月

八 

朔
(

旧

八

月

一

日)

八
朔
の
節
供 

旧
八
月
一
日
に
赤
飯
を
炊
く
。
新
嫁
が
シ
ョ
ウ
ガ
を
持
っ
て
里
帰

り
を
す
る
。
「
シ
ョ
ウ
ガ
ネ
エ
嫁
ダ
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

里
か
ら
帰
る
時
に
箕
を
持
た
せ
る
。
「
み
ご
も
る
よ
う
に
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
 

シ
ョ
ウ
ガ
の
節
供
と
も
い
う
。(

湯
ノ
入)

八
朔
に
は
早
く
身
ご
も
る
よ
う
に
、
箕
を
や
る
。
「ま
す
ま
す
繁
昌
」
と
い
う
の
で
、
 

一
升
枬
を
貰
う
。(

山
ノ
神)

シ
ョ
ウ
ガ 

嫁
は
シ
ョ
ウ
ガ
を
持
っ
て
、
実
家
の
親
の
所
へ
行
く
。
親
が
生
き
て 

い
る
う
ち
は
行
き
、
タ
ナ
モ
ノ
ガ
エ
シ
に
、
箕
や
マ
ス
を
も
ら
っ
て
く
る
。(

六
千
石) 

タ
ナ
モ
ノ
ガ
エ
シ 

嫁
に
行
っ
た
年
の
タ
ナ
モ
ノ
ガ
エ
シ
は
一
合
マ
ス
、
二
年
め 

は
一
升
マ
ス
、
三
年
め
は
一
斗
マ
ス
と
、
だ
ん
だ
ん
大
き
く
な
り
、
箕
を
返
す
よ
う 

に
な
る
。

二
生
マ
ス
マ
ス
、
ゴ
ハ
ン
ジ
ョ
ウ(

繁
盛)

」
な
ど
と
い
、っ
。(

六
千
石)

旧
八
月
一
日
を
八
朔
の
節
供
と
い
う
。
嫁
は
シ
ョ
ウ
ガ
と
赤
飯
を
も
っ
て
里
へ
お 

客
に
行
っ
た
。
里
か
ら
は
お
か
え
し
に
箕
を
よ
こ
し
た
。

こ
れ
を
タ
ナ
モ
ノ
ガ
エ
シ 

と
い
う
。(

大
久
保)

二

百

十

日
(

一
日)

あ
ま
り
行
事
は
な
い
。
ち
ょ
っ
と
し
た
ご
ち
そ
う
を
つ
く
る
程
度
。(

大
久
保)

十

五

夜
(

八

月

十

五

日)

供
え
物 

オ
マ
ル
と
い
う
玄
米
の
粉
の
団
子
を
作
り
、
供
え
る
。

十
五
夜
に
雨
が
降
る
と
麦
が
は
ず
れ
る
。

十
五
夜
に
曇
り
あ
れ
ど
、
十
三
夜
に
曇
り
な
し
。
(

湯
ノ
入)

十
五
夜
に
は
柿•

栗
を
箕
に
入
れ
て
し
ん
ぜ
る
。
下
げ
に
来
る
の
を
お
っ
と
ば
さ 

れ
て
も
、

い
つ
の
間
に
か
な
く
な
る
。
下
げ
ら
れ
る
と
、
蚕
が
当
る
。(

西
野)

コ
ガ
ネ
ガ
ヤ 

三
島
神
社
の
境
内
に
生
え
て
い
る
の
を
、
十
五
夜
の
時
刈
っ
て
来 

て
、
し
ん
ぜ
る
。
小
遣
い
に
不
自
由
し
な
い
。(

三
島)

八
月
十
五
日•

九
月
十
三
日
に
は
、
オ
マ>

シ
(

団
子)

を
作
る
。
野
菜
を
供
え 

る
。
子
ど
も
の
時
は
、
オ
マ
ウ
シ
を
盗
む
の
を
、
オ
ン
カ
ニ
や
っ
た
。
盗
ま
れ
た
方



は
、
蚕
が
外
れ
る
。
盗
ん
だ
方
が
当
る
。
片
見
月
は
う
ま
く
な
い
。
十
五
夜
に
曇
り 

あ
れ
ど
、
十
三
夜
に
曇
り
な
し
。(

山
ノ
神)

オ
テ
マ
ル
と
い
う
米
の
粉
の
ダ
ン
ゴ
を
十
五
個
と
、
生
グ
り
、
カ
キ
、
ナ
シ
、
り 

ン
ゴ
、
ス
ス
キ
十
五
本(

ま
た
は
五
本)

を
お
月
様
に
供
え
る
。
お
明
か
り
と
オ
ミ 

キ
を
上
げ
る
。
子
供
が
竹
の
棒
の
先
に
針
を
付
け
て
、
供
え
た
物
を
下
げ
に
回
る
。
 

取
ら
れ
た
家
は
緣
起
が
よ
い
と
い
う
。

蚕
が
当
る
よ
う
に
供
え
物
を
人
に
盗
ま
せ
る
。(

大
原)

緣
則
に
机
を
出
し
て
、
そ
の
上
に
箕
を
の
せ
て
、
そ
の
中
に
そ
な
え
も
の
を
な
ら 

べ
る
。

ス
ス
キ
を
と
っ
て
来
て
十
五
本
あ
げ
る
。
そ
な
え
る
も
の
は
サ
ツ
マ
ィ
モ

•  

大

根•

里

芋•

カ

キ•

ク

リ•

ブ

ド

ウ•

ナ
シ
な
ど
。
そ
れ
に
お
ま
る
を
十
五
個
あ 

げ

る(

白
米
一
升
で
十
五
の
お
ま
る
を
つ
く
る
の
が
ふ
つ
う)

。
お
ま
る
の
代
り
に
ふ 

か
し
ま
ん
じ
ゆ
う
を
つ
く
っ
て
あ
げ
る
家
も
あ
る
。

永
田
寒
で
は
オ
テ
マ 

ル
で
な
く
、
う
ど
ん
を
供
え
る
。

十
五
夜
に
は
、
近
所
の
子
ど
も
が
竹
の
棒
の
先
に
釘
を
つ
け
て
、
そ
な
え
た
果
物 

な
ど
を
さ
げ
に
く
る
。
子
ど
も
に
さ
げ
て
も
ら
う
と
、
お
月
様
が
そ
な
え
た
t'

の
を 

受
け
と
っ
て
く
れ
た
と
い
っ
て
、
緣
起
が
い
い
、
カ
ィn

が
あ
た
る
と
い
う
。

「十
五
夜
に
曇
り
あ
れ
ど
も
、
十
三
夜
に
曇
り
な
し
」
と
い
、っ
。
十
五
夜
に
曇
れ 

ば
大
麦
が
豊
作
、
十
三
夜
に
曇
れ
ば
小
麦
が
不
作
と
い
う
。

十
五
夜
が
彼
岸
の
日
と
か
さ
な
る
と
、
十
五
夜
は
と
り
や
め
に
す
る
家
が
多
い
.0 

十
五
夜
を
べ
つ
の
日
に
や
り
な
お
す
家
も
あ
る
。(

大
久
保)

秋

の

彼

岸

春
の
彼
岸
と
大
体
同
じ
。
墓
参
を
す
る
。

秋
の
彼
岸
は
忙
し
い
の
で
、
も
し
ぼ
た
も
ち
が
出
来
な
け
れ
ば
、
里
芋
を
と
っ
て 

煮
て
仏
様
に
あ
げ
れ
ば
い
い
と
い
う
。

里

謡

に

「彼
岸
ぼ
た
も
ち
食
い
た
く
な
い
が
、
せ
め
て
半
日
休
み
た
い
」
と
い
う 

の
が
あ
る
。

親
が
な
く
な
っ
て
い
れ
ば
、
よ
そ
へ 
嫁
い
で
い
る
も
の
も
里
へ 
墓
参
り
に
行
く
。

(

大
久
保)十 

月

十

三

夜
(

旧

九

月

十

三

日)

ス
ス
キ 

ス
ス
キ
を
三
本
供
え
る
ほ
か
は
、
十
五
夜
と
同
じ
よ
う
に
供
え
物
を
す 

る
。片

見
月
は
い
け
な
い
と
い
う
の
で
、
親
戚
に
行
っ
て
い
て
も
泊
ら
ず
に
必
ず
帰
っ 

て
く
る
。(

大
原)

ス
ス
キ
を
十
三
本
あ
げ
る
。
そ
な
え
も
の
は
十
五
夜
と
同
じ
よ
う
な
も
の
。

こ
の 

と
き
も
、
子
ど
も
が
そ
な
え
も
の
を
さ
げ
に
来
る
。
こ
れ
も
公
認
の
行
事
で
あ
っ
た
。
 

片
見
月
を
す
る
も
の
で
な
い
と
い
い
、
十
五
夜
を
す
れ
ば
、
必
ず
十
三
夜
も
す
る

コガネガヤ(三島) (上野勇撮影)

神棚とコガネガャ(三島) (朝岡紀三男撮影)



の
で
あ
る
と
い
、っ
。(

大
久
保)

箕 

十

五

夜•

十
三
夜
の
供
え
物
の
ウ
デ
マ
ン
ジ
ュ
ウ
や
、
果
物
は
箕
に
入
れ
て

供
え
る
。(

六
千
石)

片
見
月 

十
五
夜
を
お
客
に
行
っ
た
先
で
迎
え
る
と
、
十
三
夜
に
も
行
っ
て
ょ
そ 

で
迎
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
「片
見
月
ハ
ス
ル
ナ
」
と
い
っ
て
、
嫌
が
ら
れ
る
。(

六
千 

石)
芋 

「名
主
ノ
ア
ト
ハ
芋
畑
」
と
い
っ
て
、
屋
敷
に
芋
を
つ
く
る
も
の
で
は
な
い
。

(

六
千
石)

オ

ク
 

ン

チ

秋
祭
り 

旧
九
月
二
十
九
日
は
、
今
は
十
月
十
七
日
に
、
母
衣
輪
神
社
で
か
ま
番 

が
世
話
し
て
甘
酒
を
出
し
た
。(

西
野)

中
九
日
に
、
神
社
で
一
晩
中
焚
火
を
し
て
こ
も
っ
た
。
誰
が
赤
飯
を
早
く
あ
げ
に 

来
る
か
待
っ
て
い
た
。(

山
ノ
神)

以
前
は
十
一
月
二
十
三
日
に
、
家
の
神
棚
を
掃
除
し
て
古
い
お
札
を
ま
と
め
、
 

神
明
宮
の
白
山
様
の
前
に
持
ち
寄
っ
て
燃
や
し
た
。
家
ご
と
に
マ
キ
を
一
、
二
束
ず 

つ
軒
下
に
出
し
て
お
く
と
、
青
年
が
集
め
に
来
て
、
山
に
積
ん
で
燃
や
し
た
。
鎮
守 

の
境
内
の
く
ぼ
ん
ど(

く
ぼ
地)

で
一
晚
中
燃
や
す
が
、
青
年
た
ち
が
し
ま
い
に
は
、
 

そ
こ
ら
の
家
の
農
道
具
な
ど
も
持
ち
出
し
て
燃
し
た
り
、

マ
キ
ザ
ッ
ポ
に
火
を
つ
け 

て
お
互
い
に
投
げ
合
っ
た
り
し
た
。
火
の
神
祭
り
だ
っ
た
。(

大
原)

暮
(

旧
十
一
月
二
十
五
日
、
後
に
十
月
十
五
日)

に
神
明
宮
境
内
の
白
山
様
の
前 

で
オ
タ
キ
ア
ゲ
を
し
た
。

こ
の
と
き
は
宿
の
家
々
か
ら
薪
を
一
把
持
寄
り
、
若
衆
が 

世
話
し
て
燃
し
た
。(

大
原
七
区)

•

オ
ク
ン
チ
は
旧
九
月
九
日
、
嫁
が
実
家
へ
お
客
に
行
く
日
で
、
ア
キ
ア
ゲ
と
オ
ク 

ン
チ
を
か
け
て
お
客
に
行
く
。(

六
千
石)

鎮
守
の
秋
祭
り

ヒ
ョ
ッ
ト
コ
踊
り 

明
治
時
代
ま
で
、
鎮
守
の
祭
り
に
は
神
ィ
サ
メ
の
た
め
神
楽

を
し
た
。
山
田
郡
韮
川
村
沖
野
郷
か
ら
師
匠
を
頼
ん
で
習
っ
た
。
オ
カ
メ 
•

ヒ
ョ
ッ 

ト

コ•

笛
吹
キ
各
一
、
太
鼓
二
で
講
成
し
、
オ
カ
メ
は
鈴
、
ヒ
ョ
ッ
ト
コ
は
鍬
を
持
っ 

て
、
豊
作
踊
り
を
し
た
耕
作
の
ま
ね
を
し
た
。I

信
田
ノ
森
ノ
ド
ラ
狐
」
や
、
「
カ
ッ 

パ 

ニ
ケ
ツ
ヲ
抜
カ
レ
タ
マ
ネ
」
な
ど
も
演
じ
た
。(

大
原)

秋
葉
神
社 

戦
前
は
オ
ク
ン
チ
の
お
祭
り
が
に
ぎ
わ
っ
た
。
た
き
木
を
集
め
て
火 

を
ど
ん
ど
ん
燃
し
て
、
オ

コ

ワ(

赤
飯)

を
上
げ
に
来
る
の
を
待
ち
、
下
げ
て
食
べ 

た
り
し
た
。
燃
え
盛
る
た
き
木
を
取
っ
て
投
げ
合
い
を
し
た
。(

大
原)

ド

ン

ド

ン

焼

キ(

旧
九
月
九
日)

鎮

守
(

赤
城
神
社•

秋
葉
神
社
を
合
祀)

の 

オ
ク
ン
チ(

秋
祭
り)

に
は
、
境
内
を
掃
除
し
て
集
め
た
木
の
枝
を
一
晚
中
燃
し
て
、
 

回
り
で
飲
み
食
い
し
て
ど
ん
ち
ゃ
ん
騒
ぎ
を
し
た
。
そ
の
火
で
柿
の
実
を
焼
い
て
食 

べ
た
。(

六
千
石)

旧
九
月
十
九
日
の
中
の
ク
ン
チ
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
は
車
を
ひ
っ
ぱ
っ
て
モ
シ 

キ
を
も
ら
い
集
め
、
そ
れ
を
た
い
て
一
晩
中
起
き
て
い
た
。
早
朝
村
の
人
が
赤
飯
を 

供
え
に
来
る
の
で
、
そ
れ
を
貰
っ
て
食
べ
た
。
村
の
人
も
、
明
る
く
な
っ
て
か
ら
供 

え
に
行
っ
た
の
で
は
貰
い
手
が
な
く
な
る
、
と
い
っ
て
、
早
く
行
っ
た
。

旧
九
月
十
九
日(

大
正
九
年
か
ら
十
一
月
二
十
三
日)

に
オ
タ
キ
ア
ゲ
を
し
た
。
 

中

グ

ン

チ(

旧
九
月
十
九
日)

に
、
赤
城
神
社
の
境
内
で
オ
タ
キ
ア
ゲ
を
し
た
。
 

子
ど
も
が
中
心
に
な
っ
て
燈
籠
を
立
て
た
。
每
戸
、
小
さ
い
燈
籠
を
つ
け
た
。
十
八 

日
昼
間
、
子
ど
も
た
ち
は
、
大

八

車(

む
か
し
の
こ
と)

を
ひ
い
て
、
各
戸
を
ま
わ
っ 

て

「も
し
木
を
く
ん
ね
え
か
い
」
と
い
い
な
が
ら
、
大
き
な
根
っ
こ
な
ど
を
も
ら
っ 

た
。
む
か
し
は
開
墾
し
た
の
で
、
根
っ
こ
が
あ
っ
た
。
十

八

日(

二
十
二
日)

の
夜 

に
も
ら
い
あ
つ
め
た
も
し
木
を
、
神
社
の
境
内
に
積
ん
で
も
や
し
た
。
十

九

日(

二 

十
三
日)

に
な
る
と
、
早
朝
に
む
ら
の
人
た
ち
が
赤
飯
を
も
っ
て
神
社
に
お
参
り 

に
来
た
。
早
く
お
参
り
に
来
た
ほ
ぅ
が
緣
起
が
い
い
と
い
っ
た
。
早
け
れ
ば
カ
ィ
コ 

が
あ
た
る
と
い
っ
た
。
子
ど
も
た
ち
は
一
晚
中
火
に
あ
た
っ
て
い
た
が
、
お
参
り
に 

来
た
人
を
み
て
、
ど
こ
の
家
が
赤
飯
を
も
っ
て
き
た
と
い
っ
た
り
し
た
。
寝
た
い
も 

の
は
、
神
社
の
拝
殿
で
寝
て
い
た
。
赤
飯
は
神
社
の
末
社
に
ま
で
お
そ
な
え
し
た
。
 

子
ど
も
た
ち
は
赤
飯
を
わ
け
て
食
べ
た
。
お
宮
の
と
こ
ろ
に
お
鉢
を
置
い
て
、
お
ま



い
り
に
来
た
人
に
そ
の
中
に
赤
飯
を
い
れ
て
も
ら
っ
て
、
あ
と
で
食
べ
た
。

神
様
に
あ
げ
る
赤
飯
は
、
ノ
ラ
ボ
ウ
ズ(

乞
食)

が
や
っ
て
き
て
、
さ
げ
て
食
べ 

た
。

こ
れ
は
戦
前
の
は
な
し
で
あ
る
。(

大
久
保)

十

一

月

神

無

月
(

旧

十

月)

神
立
ち 

十
月
一
日
に
神
様
が
出
雲
に
行
く
。
留
守
と
し
て
オ
カ
マ
様
、

エ
ビ
ス 

様
は
行
か
ず
に
残
る
。(

滝
ノ
入)

十
月
一
日
に
八
百
万
の
神
々
は
出
雲
へ
神
立
ち
を
す
る
。
お
釜
様
は
子
供
が
多
い 

の
で
行
け
ず
に
、
留
守
居
を
し
て
い
る
。
だ
か
ら
オ
カ
マ
の
団
子
は
タ
ン
ト(

た
く 

さ
ん)

あ
る
方
が
い
い
。(

湯
ノ
入)

十
月
は
神
様
が
出
雲
へ
緣
結
び
に
行
く
の
で
、
娘
た
ち
は
よ
い
日I

那
と
結
ば
れ
る 

よ
う
に
、
朝
早
く
暗
い
う
ち
に
神
社
へ
お
参
り
し
て
よ
く
頼
ん
だ
。
オ

サ

ゴ(

米) 

を
紙
に
包
ん
で
持
っ
て
行
き
供
え
る
。(

大
原)

才
神
ノ
オ
タ
チ
で
神
様
が
出
雲
国
へ
出
か
け
る
日
に
は
、
ご
飯
を
神
棚
や
床
の
間 

に
供
え
る
。
神
社
へ
お
参
り
は
し
な
い
。(

六
千
石)

九
日
夜 

薮
塚
の
田
ん
ぼ
方
で
は
、
九
日
に
餅
を
つ
く
。
イ
ノ
コ
餅
と
い
う
の
も 

聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
畑
方
で
は
十
日
に
祭
る
。(

大
原)

十
日
夜 

九
日
に
す
る
。
大
原
よ
り
東
が
九
日
、
西
が
十
日
に
す
る
。

朝
、
餅
を
つ
い
て
藁
を
す
ぐ
っ
た
も
の(

俵
と
い
う)

を
束
ね
て
そ
の
中
に
入
れ 

て
神
棚
に
あ
げ
て
お
く
。
神
様
が
そ
れ
を
出
雲
へ
か
つ
い
で
行
く
。
翌
日
さ
げ
て
餅 

は
食
べ
、
俵
は
堆
肥
に
入
れ
た
り
し
て
処
分
す
る
。
イ
ノ
コ
モ
チ
と
は
い
わ
な
い
。

子
供
が
わ
ら
鉄
砲
を
叩
き
な
が
ら
「十
日
夜
わ
ら
鉄
砲•

朝
き
り
そ
ば
に
昼
団
子
、
 

よ
う
め
し
食
っ
ち
ゃ
ひ
っ
ぱ
た
け
」
と
歌
、っ
。(

台)

十
日
夜
に
子
供
が
ワ
ラ
デ
ッ
ポI

を
叩
き
ま
わ
る
。
餅
を
つ
い
て
倉
、
物
置
に
あ 

る
米
俵
の
上
に
一
升
析
に
イ
ノ
コ
餅
を
月
の
数
だ
け(

ふ
だ
ん
は
十
二
、
閏
月
の
あ

る
年
は
十
三)

供
え
る
。(

滝
ノ
入)

十
日
夜
は
十
月
九
日
に
す
る
。
庭
先
で
ワ
ラ
ズ
ト
を
子
供
達
が
叩
き
ま
わ
う
た
。
 

モ
グ
ラ
が
出
な
い
よ
う
に
と
も
、
大
根
が
抜
け
出
す
、
大
根
の
ト
シ
ト
リ
と
も
言
う
。
 

ワ
ラ
ズ
ト
を
叩
く
の
は
、
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
の
前
祝
い
に
や
っ
た
の
が
始
ま 

り
だ
と
い
う
。

ま
た
、
こ
の
日
に
正
月
の
お
供
え
の
下
位
の
大
き
さ
の
餅
を
稲
わ
ら
の
ツ
ト
ッ
コ 

に
入
れ
て
、
大
神
宮
様
に
供
え
る
。
月
々
の
餅
と
い
い
、
普
通
は
十
二
、
う
る
う
年 

は
十H

個
供
え
る
。
ィ
ノ
コ
ロ
モ
チ
と
い
、っ
。(

湯
ノ
入)

わ
ら
鉄
砲 

わ
ら
鉄
砲
の
中
に
、
芋
が
ら
を
入
れ
て
つ
く
と
ト
カ
ン
ト
カ
ン
音
が 

い
い
。
「十
日
夜
の
わ
ら
鉄
砲
、
よ
う
め
し
食
っ
ち
ゃ
ひ
っ
ぱ
た
け
」
と
い
っ
て
、
、っ 

ち
の
ま
わ
り
を
叩
い
て
廻
る
と
、
も
ぐ
ら
が
も
た
ね
え
。
餅
を
つ
い
て
、
稲
を
刈
っ 

て
作
っ
た
ニ
ュ
ウ
の
上
に
、
お
供
え
を
あ
げ
る
。(

三
島)

奥
羽
征
伐
の
時
、
八
幡
太
郎
が
九
日
に
通
っ
た
。
そ
れ
を
餅
つ
い
て
祝
っ
て
や
る 

ん
で
、
九
日
に
や
る
。
「朝
め
し
そ
ば
に
昼
団
子
、
大
め
し
食
っ
て
ぶ
っ
ぱ
た
け
」
っ 

て
、
わ
ら
鉄
砲
の
中
に
、
音
が
い
い
よ
う
に
、
芋
が
ら
入
れ
て
、
叩
い
た
。
そ
の
餅 

を
早
く
つ
け
ば
、
子
ど
も
の
緣
組
が
早
い
。
お
そ
く
つ
け
ば
お
そ
い
。
稲
刈
り
頃
の 

い
そ
が
し
い
時
な
の
で
、
な
か
な
か
つ
け
な
い
。
子
ど
も
が
で
き
た
時
は

一  

番
早
い
。
 

十
日
夜
の
餅
が
一
番
う
ま
い
。(

西
野)

わ
ら
鉄
砲
の
中
に
、
芋
が
ら
を
入
れ
、
「十
日
夜
の
わ
ら
鉄
砲
、
餅
食
っ
ち
ゃ
ぶ
っ 

ぱ
た
け
」
と
唱
え
な
が
ら
、
う
ち
の
ま
わ
り
叩
い
て
廻
る
。
も
ぐ
ら
が
も
ぐ
ら
な
い
。
 

わ
ら
鉄
砲
は
、
叩
き
終
れ
ば
捨
て
る
。
餅
を
つ
く
。
か
ら
み
餅
を
作
る
。
初
餅
で
う 

ま
い
。
早
く
つ
く
と
緣
づ
く
の
が
早
い
。(

山
ノ
神)

わ
ら
鉄
砲
は
、
ワ
ラ
を
束
ね
て
作
り
、
芋
が
ら
を
入
れ
て
よ
い
音
が
出
る
よ
う
に 

し
て
、
子
供
が
每
戸
の
地
面
を
た
た
い
て
回
る
。

モ
グ
ラ
が
も
ぐ
ら
な
い
、
ネ
ズ
ミ 

の
穴
を
ふ
さ
ぐ
行
事
だ
と
い
う
。(

大
原)

わ
ら
鉄
砲
は
ワ
ラ
を
束
ね
て
作
り
、
地
面
を
た
た
く
と
モ
グ
ラ
が
地
を
も
ぐ
ら
な 

い
と
い
う
。
た
た
き
な
が
ら
唱
え
る
こ
と
ば
。
「十
日
夜
ワ
ラ
デ
ッ
ポ
ウ 

タ
飯
食
ッ 

チ
ャ
ブ
ッ
タ
タ
ケ
。
」(

六
千
石)



十
日
夜
の
餅 

子
供
が
生
ま
れ
た
年
の
十
日
夜
に
は
、
早
く
餅
を
つ
く
と
、
そ
の 

子
が
早
く
結
婚
で
き
る
と
い
、っ
。

一
臼
餅
を
つ
い
て
、
ひ
ろ
げ
て
そ
の
ま
ま
神
様
に
供
え
た
り
、
ワ
ラ
ッ
ト
ツ
コ
の 

一
方
を
し
ば
り
ワ
ラ
を
広
げ
た
上
に
餅
を
の
せ
て
、
箕
に
上
げ
て
供
え
た
り
し
た
。
 

神
様
が
餅
を
持
っ
て
行
き
易
い
よ
う
に
ッ
ト
ッ
コ
に
の
せ
て
供
え
る
。
十
日
夜
の
餅 

は
早
く
つ
く
と
、
早
く
嫁
が
も
ら
え
る
と
い
う
。

廊
下
に
お
明
か
り
を
つ
け
て
餅
を
供
え
る
。(

大
原)

夕
方
餅
を
つ
い
て
、
お
供
え
餅
を
一
つ
こ
さ
え
て
、オ
シ
ラ
キ
に
半
紙
を
敷
い
て
の 

せ
、
床
の
間
に
供
え
る
。
あ
ん
餅
を
取
っ
て
箕
に
入
れ
て
供
え
る
家
も
あ
る
。
庚
申 

様
の
餅
だ
と
い
う
。
庚
申
様
は
百
姓
の
神
で
あ
る
。

若
い
者
の
い
る
家
は
、
十
日
夜
の
餅
を
早
く
つ
け
、
遅
く
つ
く
と
方
々
で
餅
の
音 

が
す
る
の
で
、
神
様
が
ア
り
ャ
コ
り
ャ
と
な
っ
て
、
よ
い
緣
組
が
で
き
な
い
と
い
う
。
 

(

六

千

石•

大
久
保)

十
日
夜
に
供
え
た
餅
は
若
い
者
に
く
れ
ろ
、早
く
緣
組
が
で
き
る
と
い
う
。(

六
千
石) 

十
日
夜
に
は
緣
組
み
餅
と
し
て
、
米
と
粟
の
餅
を
つ
く
。
出
雲
の
神
が
縁
組
み
を 

し
て
く
れ
る
の
で
、
早
く
餅
を
つ
か
な
い
と
い
い
緣
組
み
が
で
き
な
い
と
い
う
。
子 

供
が
初
め
て
の
時
は
と
く
に
夕
方
早
く
つ
く
よ
う
に
す
る
。
お
供
え
餅
を
十
二
個
作 

っ
て
膳
に
の
せ
、
神
棚
に
供
え
る
。
大
根
の
年
取
り
な
の
で
、
大
根
を
一
本
こ
い
で 

添
え.
る
。

十
日
夜
の
餅
は
、
カ
エ
ル
が
背
負
っ
て
出
雲
へ
も
っ
て
行
く
と
い
う
。
あ
ん
こ
な 

し
の
お
そ
な
え
餅
を
十
ニ
コ
こ
し
ら
え
て
、
そ
の
ほ
か
に
大
き
い
餅
を
一
つ
つ
く
っ 

て
、

一
升
ま
す
に
入
れ
て
、
大
神
宮
様
に
あ
げ
た
。(

大
久
保)

大
根
の
年
取
り 

十
日
夜
に
大
根
は
供
え
な
い
が
、
「大
根
の
年
取
り
」
と
い
っ
て
、
 

こ
の
日
を
過
ぎ
る
と
大
根
取
り
が
始
ま
る
。

ワ
ラ
デ
ッ
ポ
ウ
の
音
を
聞
け
ば
、
大
根
が
首
を
持
ち
あ
げ
る
と
い
う
。(

大
原) 

二
叉
大
根
が
あ
る
と
、
八
幡
様
へ
上
げ
ろ
と
い
う
。
「八
幡
様
へ
上
ゲ
マ
ス
」
と
名 

ざ
し
て
、
神
棚
へ
供
え
る
。(

六
千
石)

赤

城

神

社
(

秋
不
定
日
、
旧
十
月
十
日
ご
ろ)

取
り
入
れ
が
終
る
と
、
豊
作

の
御
礼
に
三
夜
沢
の
赤
城
様
へ
餅
食
い
に
出
か
け
た
。
新
米
一
升
と
ア
ズ
キ
を
持
っ 

て
い
く
と
、
神
社
で
ふ
か
し
て
餅
に
つ
い
て
く
れ
た
。
ア
ズ
キ
も
水
の
せ
い
か
短
時 

間
で
煮
え
た
。
そ
こ
で
餅
を
つ
い
て
丸
め
て
食
べ
る
。
湯
ノ
沢
の
水
は
せ
っ
け
ん
を 

使
わ
な
い
で
汚
れ
が
よ
く
落
ち
た
。(

大
原)

薬

師

様
(

十
二
日)

十
二
日
が
薬
師
様
の
縁
日
で
、
十
一
月
は
終
り
薬
師
、
柿
薬
師
で
と
く
に
さ
か
っ 

た
。
賃
機
も
公
休
で
、
オ
ン
ヵ
デ(

公
然
と)

遊
び
に
行
く
。
緣
結
び
の
ご
利
益
が
あ
っ 

た
。(

大
原)

七

五

三
(

十

五

日)

七
つ
の
子
に
着
物
を
作
っ
た
が
、
大
尽
子
だ
け
だ
っ
た
。
昔
は
今
の
よ
う
に
派
手 

に
は
し
な
か
っ
た
。(

六
千
石)

七
五
三
の
行
事
は
、
最
近
の
は
や
り
も
ん
で
あ
る
。
む
か
し
、
女
の
子
は
七
才
に 

な
る
と
、
振
袖
を
作
っ
て
も
ら
っ
て
、
神
社
へ
お
参
り
に
行
っ
た
。
男
の
子
は
五
才 

に
な
る
と
、
「
は
か
ま
着
」
と
い
っ
て
、
は
か
ま
を
着
る
行
事
を
す
る
家
も
あ
っ
た
。

旧
の
十
一
月
十
五
日
に
は
、
は
か
ま
を
こ
し
ら
え
て
や
っ
た
。
帯
と
き
は
、
大
安 

の
月
と
、
大
安
の
日
と
い
っ
て
、
十
一
月
十
五
日
に
し
た
。(

大
久
保)

え

び

す

講(

二
十
日)

十
月
は
百
姓
の
恵
比
寿
講
、
正
月
は
商
人
の
恵
比
寿
で
、
、っ
ん
と
祝
っ
た
。
桐

生

•  

太

田•

足
利
の
お
恵
比
寿
様
へ
行
っ
た
。(

三
島)

恵
比
寿
講
に
は
桐
生•

太

田•

足
利
の
ど
ち
ら
か 

へ
行
く
。
太
田
は
の
ぼ
る
か
ら 

い
い
と
い
う
。
秋
刀
魚
を
あ
げ
る
。
け
ん
ち
ん
汁
、
お
す
し
を
作
る
。
俵
が
タ
ン
ト 

(

た
く
さ
ん)

と
れ
る
よ
う
に
、
油
揚
ず
し
の
大
き
い
の
を
作
る
。(

山
ノ
神)

ネ

ズ

フ

サ

ゲ

麦
ま
き
が
終
る
と
、
餅
や
ぼ
た
餅
を
作
っ
て
祝
う
。
ネ
ズ
ミ
の
穴
を
ふ
さ
ぐ
と
い



ぅ
が
、
畑
へ
は
別
に
供
ぇ
な
い
。(

大
原)

ア

キ

ア

ゲ

稲
あ
げ
、
麦
ま
き
が
終
る
と
、
嫁
夫
婦
は
ボ
タ
餅
を
重
箱
に
詰
め
て
、
実
家
の
親 

も
と
へ
届
け
る
。(

大
原) 

‘

庚

申

待
(

春
秋
二
回)

カ
マ
番
の
家
へ
米
を
持
ち
寄
り
飲
み
食
い
し
た
。
旧
家
の
屋
敷
内
に
は
古
い
庚
申 

塔
が
あ
っ
た
。
元
禄
十
四
年
銘
の
庚
申
塔
が
小
林
源
作
家
に
あ
る
。(

六
千
石)

二

十

二

夜

様

二
十
二
夜
様
が
福
田
た
け
ち
ゃ
ん
ち
に
あ
っ
た
。
力
石
に
若
い
衆
が
か
つ
ぎ
っ
こ 

し
て
、
腸
捻
転
で
死
ん
だ
。

二
十
二
夜
様
に
は
好
き
な
女
の
友
だ
ち
同
志
、
五
六
人
集
る
。
腹
に
子
が
あ
る
と 

軽
く
す
む
。
お
灯
明
と
オ
マ
ワ
シ(

団
子)

を
あ
げ
た
。(

西
野)

二
十
三
夜
様 

三
夜
様
に
仕
事
を
す
る
と
、
医
者
の
薬
礼
に
な
る
っ
て
、
夜
な
べ 

を
休
む
。
み
ん
な
と
会
っ
て
話
を
す
る
の
が
楽
し
み
だ
っ
た
。
三
夜
様
の
月
が
あ
が 

る
ま
で
起
き
て
い
て
拝
む
。(

西
野)

オ

カ

マ

様
(

旧

十

月

二

十

六

日)

旧

十

月(

十
一
月)

は
神
様
が
出
雲
国(

高
天
原
と
も
い
ぅ)

へ
行
く
の
で
、
力 

マ
ド
の
神
が
留
守
を
守
る
。
そ
こ
で
「
オ
カ
マ
ノ
ダ
ン
ゴ
」(

オ
カ
マ
ノ
ル
ス
ダ
ン
ゴ) 

を
作
っ
て
供
ぇ
た
。

「
キ
ョ
ウ 

ハ
オ
カ
マ
ノ
ダ
ン
ゴ
ノ
日
、
尻
ッ
タ
ク
リ
ゴ
用
心
」
と
い
っ
て
、
追
っ 

か
け
っ
こ
し
た
。(

六
千
石)

十

二

月 神

迎

え
(

旧

十

一

月

一

日)

才
神
ノ
オ
帰
り
神
様
が
出
雲
国
か
ら
お
帰
り
に
な
る
の
で
、
朝
早
く
お
迎
え
に 

行
く
。

い
い
日I

那
が
見
付
か
っ
た
か
な
と
期
待
す
る
。(

大
原)

才
神
ノ
オ
帰
り
で
神
様
が
出
雲
国
か
ら
帰
る
の
で
、
ご
飯
を
神
棚
や
茶
の
間
へ
供 

え
る
。(

六
千
石)

神
無
月
に
は
結
婚
式
は
や
ら
な
い
。
神
様
が
出
雲
へ
行
っ
て
留
守
だ
か
ら
や
ら
な 

い
と
い
ぅ
。(

大
久
保)

お
つ
き
は
大
神
宮
様
の
お
札
が
来
た
時
、
ぼ
た
餅
を
作
る
。(

山
ノ
神)

稲

荷

祭

り
(

旧

十

一

月

十

五

日)

お
仮
屋 

十
日
、
二
十
日
、
ま
た
は
午
の
日
に
祭
る
。
カ
ヤ
で
お
仮
屋
を
つ
く
り 

(

今
は
瓦
屋
根
が
多
い)

、
赤
飯
、
ト
ウ
フ
、
頭
付
の
魚
、
油
揚
を
供
え
て
切
り
火
を

屋敷稲荷(六千石)

 (関口正己撮影)



す
る
。
早
く
下
げ
て
も
ら
う
方
が
よ
い
の
で
、

一
旦
下
げ
て
か
ら
、
ま
た
取
り
替
え 

て
上
げ
ろ
と
も
い
う
。

お
仮
屋
を
ヵ
ヤ
で
作
っ
て
祭
る
。

赤
飯
、
油
揚
、

一
丁
ド
ウ
フ
を
供
え
て
、
火
打
石
で
切
り
火
を
し
た(

今
は
マ
ッ 

チ
で
火
を
つ
け
る)

。
そ
の
後
、
後
を
ふ
り
向
か
な
い
で
帰
っ
て
く
る
。
供
え
た
物
は 

早
く
下
げ
ら
れ
た
方
が
よ
い
。(

大
原)

稲
荷
様
の
才
仮
屋
を
作
り
替
え
て
祭
る
。
わ
ら
宮
の
方
が
石
宮
よ
り
よ
い
の
で
、
 

石
宮
の
家
で
も
ろ
の
上
に
わ
ら
の
屋
根
を
作
り
か
え
て
や
る
。
每
年
作
り
替
え
る
方 

が
よ
い
と
い
う
。(

六
千
石)

屋
敷
神 

稲
荷
様
は
屋
敷
神
と
も
家
の
氏
神
と
も
い
、っ
。
祭
日
は
十
一
月
で
あ
る 

が
、
ィ
ッ
ケ
に
よ
っ
て
稲
荷
祭
り
の
日
は
ち
が
う
。
清
水
一
家
は
十
一
月
十
五
日
、
 

平
沼
一
家
は
十
一
月
二
十
一
日
。
稲
荷
様
の
ほ
か
に
若
宮
八
幡
を
ま
つ
っ
て
い
る
家 

も
あ
る
。

稲
荷
祭
り
の
と
き
に
は
、
毎
年
新
し
い
ヵ
ヤ
か
ワ
ラ
で
お
宮
を
作
り
か
え
る
。
稲 

荷
祭
り
の
と
き
の
供
え
も
の
は
、
赤

飯•

あ
ぶ
ら
げ•

豆

腐
(

す
み
ど
う
ふ
と
い
っ 

て
、
角
を
お
と
し
て
、
そ
の
角
の
部
分
を
お
供
え
す
る
。

一
社
に
つ
き
ニ
コ
ず
つ
あ 

げ
る)

、
尾
頭
付
な
ど
。
お
供
え
し
た
も
の
は
、
さ
げ
て
も
ら
っ
た
ほ
う
が
い
い
と
い 

う
。
翌
朝
、
稲
荷
様
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
み
て
、
供
え
物
が
残
っ
て
い
る
と
、
不
思

議
な
こ
と
が
あ
る
と
い
、っ
〇

旧
十
一
月
七
日
が
稲
荷
祭
り
で
、
オ
ヒ
マ
チ
を
す
る
。
赤
飯
に
頭
付
の
魚
を
そ
え 

て
、
稲
荷
様
に
供
え
る
。(

大
久
保)

油
祝
い 

稲
荷
様
の
お
仮
屋
を
建
て
か
え
て
、
油
揚
を
煮
て
、
赤
飯
と
共
に
進
ぜ 

て
祝
う
。(

六
千
石)

ツ

ジ

ュ

ウ

ダ

コ(

旧

十

一

月

三

十

日)

カ
ビ
タ
リ
餅
の
前
の
晩
に
ツ
ー
ジ
ュ
ウ
ダ
ゴ
を
作
る
。
秋
の
干
し
物
を
し
た
時
に 

こ
ぼ
れ
た
モ
ミ
を
集
め
て
置
き
、
ま
と
め
て
洗
っ
て
粉
に
ひ
き
、
ダ
ン
ゴ
に
し
た
も 

の
で
、
五
個
く
ら
い
を
お
神
の
茶
椀
に
入
れ
て
神
様
に
供
え
て
か
ら
、
食
べ
る
。(

大
久保)

カ
ワ
ッ
ピ
タ
リ
十
二
月
十
八
日
頃
の
卯
か
子
の
日
か
ら
一
週
間
、
明
神
様
の 

川
っ
ぺ
り
で
行
を
す
る
。
し
み
る
時
で
風
が
吹
い
て
寒
か
っ
た
。

明
神
様
は
気
味
の
悪
い
娘
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
る
と
い
う
。(

滝
ノ
入)

カ
ビ
タ
リ
餅
は
十
二
月
一
日
、
餅
を
つ
き
川
へ
流
す
。
川
神
様
に
あ
げ
る
。(

三
島) 

カ
ビ
タ
リ
餅
は
十
二
月
一
日
は
、
水
難
に
会
わ
な
い
よ
う
に
餅
を
つ
く
。(

山
ノ
神) 

一
日
の
朝
、
カ
ビ
タ
リ
餅
を
つ
く
。
川
に
と
び
こ
ま
な
い
た
め
と
い
う
。

旧
十
二
月
一
日
は
川
び
た
り
餅
。
餅
を
水
が
め
に
入
れ
て
凍
ら
せ
る
。
夏
に
な
っ 

て
食
べ
れ
ば
、
氷
を
食
べ
た
の
と
同
じ
で
、
は
や
り
や
ま
い
に
か
か
ら
な
い
と
い
う
。
 

こ
こ
で
は
川
が
な
い
の
で
、
水
が
め
の
中
に
餅
を
あ
げ
る
。

こ
れ
が
川
び
た
り
餅
で 

あ
る
。

こ
れ
は
あ
と
さ
げ
て
、
そ
の
年
の
う
ち
に
食
べ
て
し
ま
う
。(

大
久
保)

コ

ト

八

日
(

八

日)

ヒ
イ
ラ
ギ 

十
二
月
八
日
の
コ
ト
八
日
に
柊
を
ト
ボ
ロ
に
さ
す
。
籠
、
ざ
る
は
立 

て
な
い
。
カ
バ
ン
を
下
げ
た
鬼(

か
け
取
り)

が
来
る
。(

滝
ノ
入)

竹
竿
に
鎌
を
立
て
、
メ
カ
ゴ
の
中
に
ヒ
イ
ラ
ギ
を
入
れ
て
吊
る
し
た
。

い
わ
れ
は 

不
明
。
カ
ド
に
ヒ
イ
ラ
ギ
を
植
え
る
と
金
が
入
っ
て
く
る
と
い
、っ
。(

大
原)

竹
に
メ
カ
イ
を
付
け
、
ヒ
イ
ラ
ギ
を
入
れ
て
庭
先
き
に
立
て
た
。
ま
た
、
ヒ
イ
ラ

屋敷稲荷と雷電木(三島)

(朝岡紀二男撮影)



ギ
を
軒
下
に
三
本
さ
し
た
。
「
水
も
鳴
ら
す
な
コ
ト
八
日
」
と
い
っ
て
、
鬼
除
け
を
し 

た
。(

大
原)

旧
十
二
月
八
日
は
師
走
八
日
、

こ
の
日
赤
飯
を
ふ
か
し
て
食
べ
た
。
ま
た
、
ざ
る 

(

メ
ヵ
イ)

に
ヒ
イ
ラ
ギ
を
さ
し
て
、
庭
木
に
結
び
つ
け
て
お
い
た
。
鬼
が
こ
れ
を 

見
て
、
メ
ヵ
イ
の
中
に
お
金
を
入
れ
て
逃
げ
て
行
く
と
い
う
。

こ
の
日
に
は
、
は
き
も
の
を
外
に
出
し
て
置
く
と
鬼
が
そ
の
は
き
も
の
に
判
を
お 

し
て
い
く
。
判
を
お
さ
れ
た
は
き
も
の
を
は
く
と
、
病
気
に
な
る
と
い
う
。
そ
の
た 

め
に
、
こ
の
日
は
、
子
ど
も
に
は
き
も
の
を
か
た
づ
け
さ
せ
た
。(

大
久
保)

す
す
は
き(

旧
十
ー 

ー
月
十
三
日)

す
す
竹 

竹
ぼ
う
き
と
同
じ
ょ
う
だ
が
、
竹
の
葉
を
と
ら
な
い
で
す
す
竹
を
つ 

く
っ
て
、
こ
れ
で
す
す
は
ら
い
を
し
た
。

一
番
先
に
か
ま
ど
の
か
ぎ
竹
の
と
こ
ろ
を
は
ら
っ
た
。
明
き
の
方
に
向
っ
て
三
回 

は
き
お
ろ
し
て
か
ら
ほ
か
の
と
こ
ろ
の
す
す
は
ら
い
を
し
た
。

神
棚
な
ど
に
か
ざ
っ
て
あ
る
お
札
は
は
が
し
て
箕
の
中
に
入
れ
て
、
ベ 

つ
の
と
こ 

ろ
に
う
つ
し
て
お
く
。
す
す
は
き
が
終
っ
て
か
ら
一
番
先
に
、
家
の
中
に
入
れ
る
の 

が
大
神
宮
様
。
そ
の
つ
ぎ
に
仏
様
を
入
れ
る
。
そ
の
あ
と
は
ほ
か
の
も
の
を
と
り
入 

れ
る
。

こ
の
日
の
夜
に
は
白
い
ご
は
ん
を
し
て
、
腹
一
杯
い
た
だ
い
た
。(

大
久
保)

す
す
は
ら
い
の
と
き
に
は
、
仏
様
は
出
さ
な
い
。
死
人
が
で
る
と
い
う
。
盆
•

彼 

岸
の
と
き
以
外
は
仏
様
は
動
か
さ
な
い(

家
か
ら
外
へ
出
さ
な
い)

。(

中
原)

す
す
は
ら
い
は
二
十
五
日
す
ぎ
、
餅
つ
き
前
に
し
た
。(

三
島)

冬 

至
(

二
十
二
日)

冬
至
ゴ
ン
ニ
ャ
ク 

冬
至
ト
ウ
ナ
ス
を
四
つ
前
に
食
べ
る
と
、中
気
に
な
ら
な
い
。
 

ユ
ズ
湯
を
た
て
る
。

ユ
ズ
に
は
、
米
ユ
ズ
と
粟
ユ
ズ
と
あ
り
肌
が
違
う
。
米
ユ
ズ
は 

夏
蜜
柑
の
肌
の
ょ
う
に
、

つ
る
つ
る
し
て
い
る
。

ユ
ズ
は
馬
鹿
で
、
十
八
年
た
た
な 

い
と
な
ら
な
い
。
毎
年
団
子
を
こ
し
ら
え
て
、

つ
っ
さ
し
て
や
ら
な
い
と
、
な
る
の

を
忘
れ
ち
ゃ
う
。(

三
島)

ト
ウ
ナ
ス
冬
至
に
は
ト
ウ
ナ
ス
を
食
べ
る
と
中
気
に
な
ら
な
い
。
ま
た
、

コ
ン 

ニ
ヤ
ク
を
食
べ
る
と
中
気
に
な
ら
な
い
と
も
い
う
。
四

つ

前(

午
前
十
時
前)

に
食 

べ
る
方
が
よ
い
。(

六
千
石)

冬
至
に
は
、

コ
ン
ー
ー
ヤ
ク
と
ト
ウ
ナ
ス
を
食
べ
た
。

コ
ン
ー
ー
ヤ
ク
は
、
胃
の
中
で 

未
消
化
で
た
ま
っ
て
い
る
砂
を
払
う
と
い
、っ
。
ト
ウ
ナ
ス
は
、冬
至
ト
ウ
ナ
ス
と
い
っ 

て
、
必
ず
食
べ
た
。
こ
れ
は
は
や
り
病
い
に
か
か-
ら
な
い
た
め
と
い
う
。(

大
久
保) 

大

師

ガ

ユ

知
ら
な
い
。(

大
久
保)

歳 

暮

歳
暮
は
ジ
ョ
ウ
ヤ(

地
親
、
地
主)

様
へ
、
砂
糖
や
塩
引
き
魚
を
贈
り
届
け
た
。(

六
千
石)

お
歳
暮
は
、
親
が
生
き
て
い
る
う
ち
は
す
る
も
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
暮
の
二 

十
日
ご
ろ
か
ら
も
っ
て
行
っ
た
。
持
っ
て
行
っ
た
も
の
は
サ
ケ(

シ
ャ
ケ)

が
多
か 

っ
た
。
サ
ケ
の
尾
の
と
こ
ろ
に
の
し
を
つ
け
て
も
っ
て
行
っ.
た
。
ま
た
、
仲
人
の
と 

こ
ろ
へ
は
三
年
間
ぐ
ら
い
お
歳
暮
を
も
っ
て
行
っ
た
。(

大
久
保)

餅 

つ 

き

餅
っ
き 

暮
の
二
十
八
日
に
大
体
つ
い
た
。
多
い
家
で
は
二
斗
以
上
も
つ
い
た
。
 

臼
の
下
に
藁
を
十
文
字
に
し
い
て
つ
い
た
。
臼
が
動
か
な
い
よ
う
に
し
く
の
だ
と 

い
う
。

つ
き
終
る
と
台
所
に
入
れ
て
シ
メ
飾
り
を
す
る
。
若
水
を
汲
む
手
桶
も
シ
メ
飾
り 

を
す
る
。
臼
を
洗
っ
た
水
を
衆
の
ま
わ
り
に
ま
く
と
、
長
虫
か
入
ら
な
い
。

町
田
ィ
ッ
ケ
は
以
前
は
つ
い
て
い
た
が
、
今
は
つ
か
な
い
。
代
り
に
三
十
日
に
ぼ 

た
餅
を
つ
く
。
餅
は
家
で
つ
か
な
け
れ
ば
い
い
。
よ
そ
へ
行
っ
て
つ
く
の
な
ら
か
ま 

ゎ
な
ぃ
。



昔
、
女
シ
が
手
が
わ
り
を
し
て
い
て
そ
の
手
を
つ
か
れ
た
の
で
、
餅
を
つ
か
な
く 

な
っ
た
と
い
う
。

室
田
ィ
ッ
ケ
で
も
餅
を
つ
か
な
い
。
代
り
に
赤
飯
を
た
く
。
餅
は
三
月
節
供
ま
で 

つ
か
な
い
。(

湯
ノ
入)

餅
つ
き
は
暮
の
二
十
八
日
か
三
十
日
に
つ
く
。
二
十
九
日
に
は
つ
か
な
い
。

臼
の
下
に
藁
を
十
文
字
に
す
く
。
臼
が
動
か
な
い
ょ
う
に
す
る
為
だ
と
い
う
。
キ 

タ
モ
ト
と
ヒ
ガ
シ
モ
ト
に
す
る(

藁
の
根
を
北
と
東
に
向
け
る)

。(

滝
ノ
入)

ひ
と
い
ろ
餅
は
つ
か
な
い
。
粟
餅
を
作
ら
な
け
れ
ば
、
色
粉
を
入
れ
て
赤
く
す
る
。

(

西
野)

餅
つ
き
は
十
二
月
二
十
八
日
、
二
本
杵
で
つ
く
。
朝
の
二
時
頃
か
ら
つ
く
。
早
く 

始
め
て
、
早
く
お
や
さ
な
い
と
、
娘
が
売
れ
残
る
。(

山
ノ
神)

臼
の
下
に
わ
ら
を
十
文
字
に
敷
い
て
、
一
本
杵
や
二
本
杵
で
餅
を
つ
く
。(

六
千
石) 

暮
の
餅
つ
き
は
二
十
八
日
ご
ろ
か
ら
す
る
が
、
二
十
九
日
に
は
、
苦
を
か
さ
ね
る 

と
い
っ
て
い
や
が
る
。
早
い
家
で
は
、
二
十
六
日
あ
た
り
か
ら
つ
く
。(

大
久
保)

正
月
飾
り(

三
十
日)

一
夜
飾
り
を
し
な
い
で
、
二
十
日
に
餅
つ
き
し
な
が
ら
飾
り
物
を
作
る
。

ゴ
ボ
ウ
ジ
メ 

床
の
間
へ
飾
る
。

ツ
ル
の
形 

年
神
棚
へ
向
か
い
合
わ
せ
て
飾
り
、
脚
を
棚
に
し
ば
り
つ
け
て
歩
く 

形
に
し
た
。

外
飾
り 

外
の
稲
荷
様
や
門
松
に
飾
る
。
そ
の
他
、

エ
ビ
ス•

俵
•

水

が

め•

荒 

神
(

カ
マ
ド
神)
•

便

所•

井
戸
な
ど
に
も
シ
メ
を
飾
る
。(

六
千
石)

•

オ
シ
メ 

松
•

ミ
カ
ン•

ゴ

マ

メ•

コ
ブ
卷
き•

紙
の
弊
束
等
を
、
オ
シ
メ
を
上 

げ
た
所
へ
さ
し
て
お
く
。(

六
千
石)

お
松
迎
え 

大
尽
の
持
ち
山
の
松
を
譲
っ
て
も
ら
い
、
二
階
松
を
伐
っ
て
り
ヤ 

カ
ー
に
の
せ
て
、
売
り
に
行
っ
た
。
五
、
六
軒
売
れ
れ
ば
、
も
と
が
取
れ
た
。(

大
原) 

暮
市 

十
二
月
二
十
六
日
に
、
大
原
の
学
校
の
西
あ
た
り
に
暮
市
が
た
っ
た
。

こ 

の
辺
の
人
は
、
そ
こ
へ
正
月
の
お
か
ざ
り
に
つ
か
う
も
の
を
買
い
に
行
っ
た
。

こ
こ

で
第
一
番
に
買
う
の
が
た
な
板(

正
月
棚)

。
こ
れ
は
、
ナ
ラ
の
木
で
、
ふ
つ
う
の
薪 

ぐ
ら
い
の
長
さ
で
、
巾
は
三
、
四
寸
ぐ
ら
い
。
三
枚
と
五
枚
板
と
あ
っ
た
。

こ
れ 

を
二
組
買
っ
た
。

こ
れ
に
箸
の
よ
う
に
長
い
二
本
の
棒
が
つ
い
て
き
た
。

こ
れ
を
板 

の
下
に
し
て
、
な
わ
を
つ
か
っ
て
た
な
板
を
い
か
だ
の
よ
、っ
に
組
ん
だ
。
二
つ
の
あ 

ん
だ
板
は
六
尺
長
さ
の
棚
の
上
に
の
せ
、
そ
の
棚
を
座
敷
に
つ
る
し
た
。

暮
市
で
買
っ
た
の
は
、

一
家
に
よ
っ
て
多
少
の
ち
が
い
が
あ
る
が
、
シ

ラ

キ(

さ 

ら)•

つ

づ

け(

瀬
戸
家
で
は
こ
れ
を
十
コ
買
う)
.

シ
ャ
ケ•

お
勝
手
道
具•

食
料 

品
な
ど
で
あ
る
。

十
二
月
二
十
五
日
が
松
む
か
え
。
う
ち
の
山
へ
行
っ
て
お
松
を
と
っ
て
き
た
。
 

門
松
は
ィ
ッ
ケ
に
よ
っ
て
ち
が
い
が
あ
る
。
清
水
、
小
暮
、
久
保
田
、
瀬
戸
家
は 

松
に
竹
、
永
田
家
は
松
と
ナ
ラ
を
つ
か
う
。(

大
久
保)

風
の
神
送
り(

大
晦
日)

風
の
神
送
り 

十
二
月
三
十
一
日
に
す
る
。
サ
シ
番
か
さ
ん
俵
に
シ
メ
繩
を
は
っ
‘
 

て
ご
弊
束
を
真
中
に
立
て
て
「風
の
神
送
り
」
と
書
い
た
旗
を
立
て
て
、
各

家

を

ま
, 

わ
る
。
村
人
は
お
さ
ご
を
紙
に
包
ん
で
そ
れ
で
体
中
を
な
で
て
俵
に
の
せ
る
。
最
後 

に
村
境
の
大
川
に
捨
て
て
く
る
。(

台)

風
の
神
送
り
は
十
二
月
二
十
八
、
九
日
に
す
る
。

俵

に

「風
の
神
送
り
」
と
書
い
た
紙
の
旗
四
本
を
立
て
て
、
竹
の
棒
を
さ
し
て
サ 

シ
番
が
か
つ
ぎ
、
「風
の
神
送
り
だ
」
と
言
い
な
が
ら
村
の
大
通
り
を
ま
わ
る
。
鉦
を 

叩
く
人
も
い
た
。
村
人
は
自
分
の
家
の
前
に
来
る
と
、
お
さ
ご
を
包
ん
だ
紙
で
体
中 

を
な
で
て
、
そ
れ
を
俵
に
あ
げ
る
。
最
後
に
村
境
の
淋
し
い
所
に
あ
る
捨
て
場
に
捨 

て
て
く
る
。

こ
の
日
に
八
丁
ジ
メ
も
村
境
に
立
て
た
。(

滝
ノ
入)

風
の
神
送
り
は
大
晦
日
に
部
落
の
祭
り
と
し
て
す
る
。
俵
ペ
シ
に
竹
を
差
し
、
中 

に

弊

束

と

「
風
の
神
送
り
」
と
書
い
た
旗
を
立
て
、
子
供
達
が
そ
れ
を
か
つ
ぎ
、
鉦 

を
た
た
き
な
が
ら
部
落
中
を
ま
わ
る
。
「風
の
神
送
り
だ
よ
う
。
」
と
言
い
な
が
ら
全 

戸
を
ま
わ
る
。
各
家
で
は
俵
ペ
し
に
額
を
こ
す
り
つ
け
た
り
、
子
供
に
銭
を
や
る
。



最
後
は
村
は
ず
れ
の
拾
て
場
—
三
本
辻
—
に
送
り
出
す
。(

湯
ノ
入)

大

晦

日
(

三
十
一
日)

ソ
バ 

夜
、
風
呂
に
入
っ
て
か
ら
、
ソ
バ
を
食
べ
る
。
ま
た
、
元
日
の
ソ
バ
緣
起 

の
家
で
は
、
ソ
バ
を
作
っ
て
置
く
。(

六
千
石)

ミ
ソ
カ
バ
ラ
イ 

借
金
を
大
晦
日
に
は
す
べ
て
払
っ
て
お
く
。
年
取
り
の
豆
を
焼 

き
な
が
ら
、
キ
ク
ガ
ラ.

ナ
ス
ガ
ラ
を
も
し
た
。
「イ
イ
コ
ト
キ
ク
ガ
ラ
、
借
金
ナ
ス 

ガ
ラ
」
と
い
ぅ
。(

六
千
石)

大
晦
日
に
す
す
は
ら
い
を
し
た
。(

湯
ノ
入)

餅 

三
十
日
に
つ
い
た
餅
を
切
っ
て
お
く
。(

六
千
石)

ナ
ス
ガ
ラ.

キ
ク
ガ
ラ 

大
晦
日
に
イ
ロ
リ
で
「借
金
ナ
ス
ガ
ラ•

良
イ
コ
ト
キ
ク 

ガ
ラ
」
と
い
っ
て
、
ナ
ス
ガ
ラ
と
キ
ク
ガ
ラ
を
燃
す
。(

大
原)



民

俗

知

識

一
、
禁 

忌

忌
ま
れ
る
日

大
原
ー
ー
区
で
は
、
正
月
の
十
五
日
ま
で
は
、
餅
を
つ
か
な
い
。
昔
餅
つ
き
の
時
に
、
 

ま
ち
が
っ
て
女
の
頭
を
つ
い
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
。

こ
の
部
落
で
は
、
三
ヶ 

日
の
間
、
蕎
麦
を
打
っ
て
食
う
な
ら
わ
し
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
飢
饉
の
時 

に
蕎
麦
だ
け
は
ょ
く
と
れ
て
、
そ
れ
で
命
を
つ
な
い
だ
か
ら
、
三
ヶ
日
の
間
、
蕎
麦 

を
食
う
の
だ
と
い
う
。(

大
原)

十
二
月
三
十
一
日
に
つ
く
餅
は
、

一

瘍

と

い

い

、
こ
の
日
に
餅
を
つ
い
て
は
い 

け
な
い
。

正
月
十
五
日
に
、
針
を
使
っ
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
日
は
針
供
養
の
日
で
あ
る
。
 

七
夕
の
日
に
機
を
織
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
日
は
、

一
日
機
織
を
休
み
、
山
か 

ら
ネ
ブ
タ
の
木
を
伐
っ
て
来
て
、
「ネ
ブ
ッ
タ
流
れ
ろ
、
豆
の
木
は
と
ま
れ
」
と
唱
え 

な
が
ら
川
へ
流
す
。

土
用
中
に
土
を
い
じ
る
も
の
で
は
な
い
。
土
荒
神
様
の
い
か
り
に
ふ
れ
て
、
病
気 

に
な
る
。

旅
へ
出
て
、
七
日
目
に
帰
っ
て
来
て
は
な
ら
な
い
。

寅
の
日
に
葬
式
を
出
し
て
は
い
け
な
い
。
死
人
が
千
里
行
っ
て
千
里
も
ど
っ
て
来 

る
。
同
じ
理
由
で
、
結
婚
式
も
こ
の
日
に
し
て
は
い
け
な
い
。
嫁
が
千
里
行
っ
て
、
 

千
里
も
ど
っ
て
来
る
。

友
引
の
日
に
は
葬
式
を
出
し
て
は
い
け
な
い
。
 

戌
の
日
に
麦
蒔
を
し
て
は
い
け
な
い
。

辰
の
日
に
田
植
を
し
て
は
い
け
な
い
。

午
の
日
に
肥
を
出
し
て
は
い
け
な
い
。

友

引•

ー
ニ
隣
亡
の
日
に
仕
事
を
始
め
て
は
い
け
な
い
。

こ
の
日
に
仕
事
を
始
め
た 

こ
と
が
隣
近
所
の
人
に
知
ら
れ
る
と
、

い
や
が
ら
れ
る
。

三

隣

亡•

仏
滅
の
日
に
、
家
の
普
請
を
は
じ
め
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
日
に
は
じ 

め
る
と
、
近
所
の
人
は
、

い
や
が
っ
て
、
手
つ
だ
い
に
行
か
な
い
。(

中
原)

忌
ま
れ
る
年
令

女
は
二
十
二
歳
で
嫁
に
行
く
も
の
で
は
な
い
。
む
か
し
の
仲
人
は
、
こ
う
い
う
場 

合
、
世
話
を
し
な
か
っ
た
。
男
の
年
ま
わ
り
は
、
別
に
か
ま
わ
な
い
。

女
の
厄
年
は
、
十
九
と
三
十
三
、
男
は
二
十
五
と
四
十
二
で
あ
る
。
厄
年
に
は
、
 

反
町
の
薬
師
様
に
お
ま
い
り
し
て
、
厄
を
は
ら
っ
て
も
ら
、っ
。

女
の
厄
落
し
を
す
る
に
は
、
大
豆
と
一
銭
銅
貨
を
お
ひ
ね
り
に
し
て
、
こ
れ
を
三 

本
比
に
落
し
て
く
る
。
又
、
三
十
三
歳
の
厄
年
の
時
に
は
、
特
別
に
、
三
角
の
か
た 

つ
き
の
帯
を
、
実
家
の
親
が
贈
り
、
こ
れ
を
し
め
て
い
る
と
、
厄
が
き
か
な
い
と
い
う
。
 

男
が
四
十
三
歳
で
災
難
に
逢
う
と
、
あ
と
厄
が
き
い
た
と
い
う
。(

中
原)

赤
不
浄
と
黒
不
浄

月
経
の
こ
と
を
チ
ボ
ク
と
い
う
。

こ
の
時
に
は
、
ボ
ク
を
着
て
い
る
か
ら
、
神
ま 

い
り
に
参
加
し
て
は
な
ら
な
い
。
子
供
を
出
産
し
た
時
も
同
じ
で
、

一
週
間
は
陽
に 

あ
た
っ
て
は
い
け
な
い
。
又
、
チ
ボ
ク
の
女
は
、
神
棚
に
燈
明•

供
物
な
ど
を
あ
げ 

て
は
な
ら
な
い
。

お
産
の
ボ
ク
は
百
日
間
で
、
五
十
日
の
間
は
風
呂
に
入
っ
て
は
い
け
な
い
。

こ
の 

期
間
は
納
戸
の
中
に
こ
も
り
、
身
体
が
き
れ
に
な
る
ま
で
、
座
敷
へ
は
出
な
い
。
女 

の
子
は
三
十
一
日
、
男
の
子
は
二
十
一
日
で
オ
ボ
ヤ
ケ(

産
屋
明
け)

と
な
っ
て
、



は
じ
め
て
外
出
を
許
さ
れ
る
。

妊
娠
中
に
火
事
を
見
る
と
赤
德
の
子
が
生
ま
れ
る
。

又
、
こ
の
期
間
に
葬
式
に
出 

逢
う
と
黒
痣
の
子
供
が
生
ま
れ
る
。

だ
か
ら
、
墓
の
穴
掘
り
に
は
参
加
し
な
い
。

妊
娠
中
外
出
す
る
時
に
は
、
火
災
や
葬
式
に
出
逢
っ
た
時
の
要
心
に
、
必
ず
鏡
を 

ふ
と
こ
ろ
に
入
れ
て
、
難
を
の
が
れ
る
。
も
し
、
鏡
を
忘
れ
て
外
出
し
て
、
葬
式
に 

逢
い
、
黒
痣
の
子
供
が
生
ま
れ
た
時
に
は
、
死
体
の
埋
め
ら
れ
て
あ
る
墓
の
土
を
と 

っ
て
来
て
「
子
供
の
痣
を
と
っ
て
く
だ
さ
れ
」
と
唱
え
な
が
ら
、
そ
の
土
を
、
子
供 

の
徳
の
部
分
に
塗
り
つ
け
る
。

こ
う
す
る
と
、
瘟
が
と
れ
る
。(

中
原)

葬
送
に
関
す
る
禁
忌

死
者
の
喪
に
服
す
る
こ
と
を
、
ボ
ク
を
着
る
と
い
、っ
。

ボ
ク
を
着
る
範
囲
は
、
死 

者
の
肉
親
だ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
重
い
服
喪
の
期
間
は
、
死
後
四
十
九
日
の
間
で
、
 

こ
の
間
は
家
に
こ
も
っ
て
、
山
や
川
へ
は
行
か
な
い
。
ボ
ク
を
着
て
い
る
一
年
間
は
、
 

村
の
祭
に
参
加
せ
ず
、
正
月
の
松
飾
り
を
し
な
い
。

葬
式
に
参
加
し
た
も
の
は
、
家
に
帰
っ
て
く
る
と
、
玄
関
を
入
る
前
に
、
外
で
、
 

た
ら
い
に
水
を
汲
み
、
足
を
洗
い
、
塩
で
清
め
て
か
ら
家
に
入
る
。

墓
掘
り
に
使
用
し
た
鍬
は
、
塩
又
は
酒
で
き
ょ
め
て
か
ら
、
家
の
庭
の
片
す
み
の
、
 

陽
の
当
ら
な
い
場
所
に
一
週
間
以
上
放
置
し
て
お
く
。
そ
の
間
使
用
し
て
は
な
ら
な 

い
。
使
う
時
に
は
、
再
び
塩
で
清
め
て
か
ら
耕
作
に
使
用
す
る
。(

中
原)

食
事
に
関
す
る
禁
忌

朝
、
味
噌
汁
を
、
飯
に
か
け
て
食
う
も
の
で
は
な
い
。
外
出
し
た
時
、
他
人
か
ら 

恥
を
か
か
さ
れ
る
。

赤
飯
に
汁
を
か
け
て
食
っ
て
は
い
け
な
い
。
結
婚
式
や
葬
式
の
時
に
雨
が
降
る
。
 

七
草
粥
を
吹
い
て
食
っ
て
は
い
け
な
い
。
田
植
の
時
に
大
風
が
吹
く
。

一
膳
飯
を
食
う
も
の
で
は
な
い
。
緣
ど
お
く
な
る
。
飯
は
必
ず
二
杯
以
上
盛
ら
な 

け
れ
ば
い
け
な
い
。

食
器
の
ロ
の
欠
け
た
も
の
を
、
客
膳
に
出
し
て
は
い
け
な
い
。
不
幸
な
こ
と
に
出 

逢
う
。

飯
を
食
っ
て
、
あ
く
び
を
す
る
も
の
で
は
な
い
。
不
幸
に
逢
う
。
又
、
食
事
後
す

ぐ
横
に
な
る
も
の
で
は
な
い
。(

中
原)

火
に
関
す
る
禁
忌

子
共
が
マ
ッ
チ
を
い
じ
っ
た
り
、
炉
の
火
を
つ
つ
い
た
り
す
る
と
、
寝
小
便
を
す 

る
か
ら
よ
せ
と
言
っ
て
と
め
る
。

爪
を
切
っ
て
、
火
に
く
べ
る
と
、
親
の
死
に
目
に
逢
え
な
い
。
狂
気
に
な
る
と
も 

言
わ
れ
る
。

柿
の
種
を
囲
炉
裏
の
火
に
く
べ
る
と
、
ナ

リ

ン

ボ(

癩
病)

に
な
る
。(

中
原) 

作
れ
な
い
作
物

大
原
二
区
の
家
で
は
、
玉
蜀
黍
を
作
ら
ぬ
家
、
茄
子
を
作
ら
ぬ
家
、
南
瓜
を
作
ら 

ぬ
家
、
小
麦
を
作
ら
ぬ
家
が
あ
る
。
家
例
と
し
て
、
作
っ
て
は
な
ら
ぬ
作
物
と
さ
れ 

て
い
る
。
他
人
か
ら
も
ら
っ
て
食
う
ぶ
ん
に
は
さ
し
つ
か
え
な
い
。

こ
の
地
区
で
は
、
多
く
の
家
で
、
屋
敷
う
ち
に
芋
を
作
る
こ
と
を
忌
む
風
が
あ
る
。
 

屋
敷
う
ち
の
畑
に
芋
を
作
る
と
と
あ
と
と
り
が
絶
え
る
か
ら
だ
と
い
う
。
身
上
の
終 

え
た
家
の
こ
と
を
、
ィ
モ
バ
タ
ケ
に
な
っ
た
と
い
、っ
。

屋
敷
、っ
ち
に
枇
杷
や
山
椒
を
植
え
て
は
い
け
な
い
。家
に
病
人
が
絶
え
な
い
。(

中
原) 

柚
子
は
植
え
た
人
が
死
な
な
け
れ
ば
実
が
な
ら
な
い
と
い
、っ
。
ま
た
柚
子•

ブ
ド 

ウ
は
屋
敷
に
植
え
る
な
、
病
人
が
絶
え
な
い
と
い
、っ
。

ビ
ワ
の
木
を
屋
敷
に
植
え
て
は
い
け
な
い
。

今
井
一
家
は
キ
ュ
ウ
リ
を
作
ら
な
い
。
人
の
家
の
を
も
ら
っ
て
食
べ
た
。(

湯
ノ
入) 

藤
生
一
家
は
き
ゅ
う
り•

や
つ
が
し
ら•

と
う
も
ろ
こ
し
を
作
ら
な
い
。
そ
ば
緣 

起
で
、
三
が
日
は
、
朝
そ
ば
、
昼
は
餅
、
夜
は
米
の
飯
。(

西
野)

藤
生
一
家
で
は
、
蔓
の
あ
る
も
の
、
胡

瓜•

南
瓜•

西
瓜
を
作
ら
な
い
。
三
が
日
う 

ど
ん
を
食
べ
る
。
昔
主
人
公
が
借
金
取
り
が
来
る
の
で
、
お
便
所
で
食
べ
た
と
い
う
。
 

(

三
島)

百
日
紅
は
屋
敷
に
植
え
な
い
。
寺
か
墓
地
に
植
え
る
。
び
わ
も
唸
り
声
が
聞
こ
え 

る
と
い
っ
て
屋
敷
に
植
え
な
い
。(

西
野)

鳥
獣
に
関
す
る
禁
忌

鳥
獣
を
軽
蔑
す
る
と
、
烏
に
灸
を
す
え
ら
れ
る
と
い
、っ
。

ロ
の
両
脇
が
た
だ
れ
る



の
は
、
烏
に
灸
を
す
え
ら
れ
た
か
ら
だ
と
い
う
。

妊
娠
中
に
兎-
の
肉
を
食
べ
て,
は
い
け
な
い
。
ミ
ッ
ク
チ
の
子
供
が
生
ま
れ
る
。

家
に
子
供
が
生
ま
れ
た
時
に
、
猫
や
犬
を
も
ら
っ
て
く
る
も
の
で
は
な
い
。
猫
や 

犬
は
、
い
つ
も
け
ん
か
し
て
、
勝
ち
負
け
が
あ
る
た
め
、
子
供
が
丈
夫
に
育
た
な
い
。
 

(

中
原)そ

の
他
の
禁
忌

出
針
を
使
う
も
の
で
は
な
い
。
出
先
で
必
ず
怪
我
を
す
る
。
う
っ
か
り
使
っ
た
時 

は
、
「
と
め
お
く
ベ
え
」
と
か
、
「隣
り
の
バ
バ
ア
の
ロ
を
縫
う
」
と
か
唱
え
ご
と
を 

す
れ
ば
、
難
を
逃
れ
る
。

夜
、
手
足
の
爪
を
切
る
も
の
で
は
な
い
。

ヨ
(

寿
命)

を
つ
め
る
と
い
う
。
 

大
工
は
、
た
て
ま
え
の
時
に
「危
な
い
」
と
い
、っ
こ
と
ば
を
、
決
し
て
口
に
し
て 

は
な
ら
な
い
。

櫛
を
投
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
不
緣
の
も
と
に
な
る
。
又
、
同
じ
理
由
か
ら
、
櫛 

を
道
で
拾
う
も
の
で
は
な
い
と
い
、っ
。
櫛
は
緣
切
り
、
か
ん
ざ
し
は
形
身
と
言
い
、
 

櫛
を
女
に
買
っ
て
与
え
て
は
な
ら
な
い
。

手
振
り
水
を
し
て
は
い
け
な
い
。
神
主
は
、手
拭
い
を
不
浄
が
つ
い
て
い
る
と
い
っ 

て
使
わ
ず
に
手
振
り
水
を
す
る
が
、
普
通
の
人
は
し
て
は
い
け
な
い
。(

中

原)

ハ
ン
ゲ
の
日
に
菅
笠
を
か
ぶ
っ
て
田
植
を
し
て
は
い
け
な
い
。

ハ
ン
ゲ
が
菅
笠
を 

か
ぶ
っ
て
田
植
を
し
て
い
て
、
風
に
あ
お
ら
れ
そ
の
紐
で
首
を
く
く
ら
れ
た
か
ら
。
 

(

滝
ノ
入)

富
士
登
山 

お
山
に
行
っ
て
、
何
か
持
っ
て
来
て
は
い
け
な
い
。

か
な
ら
ず
災
難 

が
あ
る
。

て
ん
か
ん
て
ん
か
ん
の
人
が
挙
げ
た
手
の
下
か
ら
覗
く
と
、
て
ん
か
ん
に
な
る
。
 

て
ん
か
ん
の
人
の
あ
ぶ
く
が
つ
く
と
、
て
ん
か
ん
に
な
る
。

祇
園 

お
祇
園
と
お
盆
と
一
緒
じ
ゃ
い
け
な
い
。

餅
一
い
ろ
餅
を
搗
く
も
ん
じ
ゃ
な
い
。(

三
島)

植
木
一
家
は
正
月
か
ら
三
月
ま
で
ヌ
リ
物(

下

駄•

お

膳•

箸
等)

を
一
切
買
わ 

な
い
。
そ

の

前(

暮)

に
買
っ
て
お
く
。
他
人
か
ら
貰
う
の
は
結
構
で
あ
る
。
親
戚

に
頃
ん
で
買
っ
て
も
ら
う
こ
と
も
あ
っ
た
。

植
木
一
家
で
は
三
が
日
に
餅
を
食
べ
る
と
で
き
も
の
が
で
き
る
と
い
う
。

植
木
一
家
で
は
二
十
日
正
月
ま
で
麦
を
食
べ
な
か
っ
た
。
麦
の
入
っ
た
味
噌
は
使 

用
で
き
ず
、
煮
え
た
っ
た
や
つ
を
袋
で
こ
し
て
食
べ
た
。

四
つ
足
の
白
い
も
の
を
飼
っ
て
は
い
け
な
い
。
温
泉
神
社
の
湯
権
現
様
が
嫌
う
か 

ら
と
い
う
。(

湯
ノ
入)

藤
生
一
家
で
は
正
月
に
餅
を
つ
か
な
い
。

七
草
ま
で
福
田
一
家
で
は
青
菜
を
食
べ
て
は
い
け
な
い
。
漬
け
物
で
も
食
べ
な 

か
っ
た
。
ウ
ド
ン
の
時
に
は
大
根
を
入
れ
た
り
し
た
。

斎
藤
一
家
で
は
門
松
に
松
を
使
わ
す
、
ナ
ラ
と
竹
で
作
る
。
埼
玉
の
妻
沼
の
町
で 

も
ナ
ラ
と
竹
で
作
る
。
屋
敷
に
松
が
な
い
。
シ
ョ
ウ
デ
ン
様
の
境
内
に
も
な
い
。(

滝 

ノ
入)

二
、
兆 

し

雨
又
は
晴
に
な
る
前
兆

寺
の
鐘
の
ひ
び
き
が
良
い
時
は
晴
れ
、
悪
い
時
は
雨
に
な
る
き
ざ
し
。

月
が
か
さ
を
か
ぶ
る
時
は
、
翌
日
雨
が
降
る
。

青
大
将
が
木
登
り
す
る
と
雨
に
な
る
。

燕
が
低
く
飛
ぶ
時
は
、
夕
立
が
く
る
。

猫
が
顔
を
洗
う
と
雨
が
降
る
。

地
震
の
ぁ
る
時
刻
が
、
昔
の
言
い
方
で
、
六
つ
、
八
つ
の
時
は
、
翌
日
雨
が
降
る
。
 

蟻
が
行
列
を
作
っ
て
、
移
動
を
は
じ
め
る
と
、
雨
。(

中
原)

御
荷
鉢
の
三
束
雨
。
御
荷
鉢
山
か
ら
雲
が
流
れ
て
く
る
と
小
麦
束
を
三
束
丸
め
る 

暇
が
な
い
位
早
く
雨
が
降
り
出
す
。

雲
が
西
へ
流
れ
る
と
雨
、
東
へ
流
れ
る
と
晴
。

南
の
東
京
の
方
へ
長
く
雲
が
か
か
れ
ば
雨
が
降
る
。(

湯
ノ
入)

稲
刈
の
時
分
、
雀
が
竹
薮
で
騒
ぐ
と
雨
が
降
る
。



朝
日
焼
け
だ
と
雨
が
降
る
。(

台)

風
の
吹
く
前
兆

蜂
が
巣
を
低
く
作
る
年
は
、
必
ず
暴
風
に
見
舞
わ
れ
る
。
又
、
母
屋
の
軒
下
に
蜂 

が
巣
を
作
る
場
合
も
暴
風
の
前
兆
で
あ
る
。
反
対
に
蜂
が
桑
の
樹
な
ど
の
高
い
と
こ 

ろ
に
巣
を
つ
く
る
時
は
、
安
全
な
年
で
あ
る
。

釜
底
に
火
が
つ
く
の
は
、
オ
ト
ウ
カ
ッ
ピ
と
い
い
、
大
風
の
吹
く
前
ぶ
れ
で
あ
る
。
 

(

中
原)

赤
城
山
に
雲
が
か
か
る
と
風
が
吹
く
。

冬
至
に
六
尺
の
棒
を
立
て
、
そ
の
影
が
九
尺
三
寸
に
な
れ
ば
翌
年
は
大
嵐
が
あ
る
。
 

そ
れ
以
下
な
ら
嵐
は
来
な
い
。
影
が
短
か
く
な
る
と
：
^

は
あ
た
ら
な
い
。(

台) 

赤
城
山
の
黒
桧
と
地
蔵
の
間
に
雲
が
か
か
り
、
雲
と
山
と
の
間
の
三
角
の
窓
が
晴 

れ
て
い
れ
ば
大
風
が
吹
く
。
少
し
で
も
曇
っ
て
い
れ
ば
雨
が
降
る
。

ど
ん
な
に
雲
が
厚
く
て
も
、
暖
か
い
時
に
は
嵐
は
来
な
い
。
寒
く
な
る
と
嵐
が
来 

る
。(

湯
ノ
入)

豊
作
又
は
不
作
の
前
兆

雪
は
豊
年
の
み
つ
ぎ
と
い
っ
て
、
大
雪
の
降
る
時
は
豊
作
の
前
兆
。

寒
の
九
日
に
雨
が
降
っ
た
年
は
豊
作
。

祇
園
祭
り
の
時
に
、
天
王
番
が
上
の
地
区
に
あ
た
る
と
旱
で
不
作
、
下
の
地
区
に 

あ
た
っ
た
年
は
雨
が
降
っ
て
豊
作
で
あ
る
。

十
三
夜
に
雨
が
降
る
と
、
小
麦
が
不
作
。(

中
原)

え
ん
ぎ
の
良
し
悪
し

今
で
も
、
年
寄
り
た
ち
は
、
運
の
ょ
し
あ
し
、
え
ん
ぎ
の
良
し
悪
し
を
気
に
し
て
、
 

若
い
者
た
ち
か
ら
は
オ
ン
ベ
か 
つ
ぎ
な
ど
と
言
わ
れ
て
い
る
。

嫁
取
り
、
聱
取
り
の
時
に
雨
が
降
る
と
、
卜
り
コ
メ
ル
と
い
っ
て
、
え
ん
ぎ
が
ょ 

r  
〇家

を
新
築
し
て
、
た
て
ま
え
の
時
に
雨
が
降
る
と
、
ヒ
ブ
セ
と
言
っ
て
え
ん
ぎ
が 

良
い
。
火
災
に
逢
わ
な
い
と
い
ぅ
。

朝
、
最
初
の
訪
問
者
が
女
の
時
は
吉
兆
。
今
で
も
、
商
店
な
ど
で
は
、
朝
、
最
初
に
女

の
人
が
買
い
も
の
に
来
る
と
、
え
ん
ぎ
が
良
い
と
い
っ
て
、
貸
し
売
り
す
る
と
い
、っ
。
 

坂
道
を
登
る
時
に
、
馬
の水

！
！
：

を
ひ
ろ
う
の
は
え
ん
ぎ
が
よ
い
。

こ
れ
を
家
に
持
ち 

帰
っ
て
、
軒
に
つ
る
す
と
魔
除
け
に
な
る
。

優
曇
華
の
花
が
咲
く
と
え
ん
ぎ
が
良
い
。
近
く
そ
の
家
に
は
、
め
で
た
い
こ
と
が 

あ
る
。
そ
の
家
の
も
の
が
、
出
世
を
す
る
前
ぶ
れ
だ
と
も
い
わ
れ
る
。

燕
が
巣
を
つ
く
る
の
は
、
え
ん
ぎ
が
よ
い
。
そ
の
家
は
火
災
に
逢
わ
な
い
。

蛇
が
と
ぐ
ろ
を
卷
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
た
の
は
え
ん
ぎ
が
よ
い
。
金
が
手
に
入 

る
」刖
ぶ
れ
。

夜
の
蜘
蛛
は
ヌ
ス
ッ
ト
グ
モ
と
い
っ
て
、
え
ん
ぎ
が
悪
い
か
ら
、
見
つ
け
次
第
殺 

す
。
朝
蜘
蛛
は
吉
兆
だ
か
ら
殺
さ
な
い
。

桜
の
木
に
、
時
な
し
の
花
が
咲
く
の
は
、
え
ん
ぎ
が
悪
い
。
変
事
の
起
る
前
兆
で 

あ
る
。

逆
さ
膳
や
左
膳
に
坐
っ
た
時
は
、
タ
ツ
膳
と
い
っ
て
、
え
ん
ぎ
が
悪
い
。
左
膳
は 

ジ
ャ
ン
ボ
ン(

葬
式)

ま
わ
り
で
あ
る
と
い
、っ
。

月
夜
に
烏
が
鳴
く
と
、
近
所
に
葬
式
が
で
る
。

烏
鳴
き
が
悪
い
と
、
近
所
に
不
幸
が
あ
る
。
長
い
間
病
ん
で
い
る
人
が
い
て
、
死 

期
が
近
づ
い
て
く
る
と
、
そ
の
家
の
ま
わ
り
に
烏
が
集
ま
っ
て
き
て
さ
わ
ぐ
。
烏
は
、
 

臭
い
を
感
知
す
る
能
力
を
も
っ
て
い
て
、
病
人
が
い
る
と
、
そ
の
臭
い
を
か
ぎ
つ
け 

る
の
だ
と
い
う
。

旅
立
ち
の
前
に
、
下
駄
の
鼻
緒
が
切
れ
る
と
、
旅
先
で
災
難
に
逢
う
。
又
、
家
を 

出
て
、
途
中
、
蛇
に
道
を
切
ら
れ
る
と
、
必
ず
旅
先
で
災
難
に
逢
う
。

鶏
が
夜
中
前
に
ト
キ
を
つ
く
の
は
、
火
難
に
逢
う
前
ぶ
れ
。

遠
く
の
方
に
火
柱
の
立
つ
の
が
見
え
た
時
は
、
近
所
に
火
災
が
あ
る
。
火
柱
の
倒 

れ
た
方
に
火
災
が
発
生
す
る
。

釜
鳴
り
が
す
る
の
は
、
火
災
の
難
に
逢
う
前
兆
。

仏
壇
や
神
だ
な
の
燈
明
が
、
風
も
な
い
の
に
消
え
る
時
は
、
火
難
に
逢
う
前
兆
で 

あ
る
。

鼠
が
家
の
中
に
出
な
く
な
っ
た
ら
、
近
く
火
災
の
発
生
す
る
前
ぶ
れ
だ
か
ら
、
気



を
つ
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

朝
、
魚
釣
り
に
出
か
け
よ
う
と
し
て
い
る
時
に
人
が
来
て
、
猿
の
話
を
す
る
の
は
、
 

え
ん
ぎ
が
悪
い
。
そ
の
日
は
、
魚
が
一
匹
も
と
れ
な
い
と
い
っ
て
、
釣
に
行
く
の
を 

や
め
る
。
(

中
原)

夢
の
良
し
悪
し

歯
の
欠
け
た
夢
は
、
え
ん
ぎ
が
悪
い
。
近
く
火
災
の
難
に
逢
う
。

金
を
ひ
ろ
っ
た
夢
は
え
ん
ぎ
が
悪
い
。
災
難
に
逢
う
。

川
魚
が
た
く
さ
ん
と
れ
た
夢
を
見
る
と
、
身
、っ
ち
に
不
幸
が
あ
る
。

悪
い
夢
は
、
他
人
に
話
し
て
、
タ

ケ

ル(

転
嫁
す
る
こ
と)

と
よ
い
。

蛇
の
夢
は
え
ん
ぎ
が
よ
い
。
金
持
ち
に
な
る
。

良
い
夢
は
、
他
人
に
話
す
と
、
だ
め
に
な
る
。
(

中
原)

そ
の
他
の
兆
し
あ
れ
こ
れ

耳
が
か
ゆ
い
と
、
伯
母
さ
ん
が
来
る
前
ぶ
れ
。
 

,

鼻
に
お
で
き
が
で
き
る
と
、
親
戚
に
子
供
が
生
ま
れ
る
。

赤
ん
坊
の
手
の
く
び
れ
が
、

一
つ
の
場
合
は
男
、
二
つ
の
場
合
は
、
女
が
次
に
生

ま
れ
る
。

赤
ん
ぼ
う
が
這
う
よ
う
に
な
っ
て
、
後
を
ふ
り
か
え
っ
て
見
る
と
、
次
の
子
供
が 

で
き
る
。

な
ま
あ
く
び
は
、
病
気
に
な
る
前
兆
。

七
は
向
う
び
ら
き
と
い
っ
て
、
不
吉
な
数
、
九
は
苦
厄
と
い
っ
て
、
や
は
り
凶
数 

で
あ
る
。
八
は
、
ひ
ら
く
と
い
っ
て
吉
数
で
あ
る
と
い
、っ
。

桜
の
芽
が
そ
ろ
っ
て
出
た
年
は
、
お
く
れ
霜
が
な
い
。
不
ぞ
ろ
い
に
出
た
年
は
晚 

霜
が
あ
っ
て
、
麦
•

小
麦
の
不
作
の
年
で
あ
る
。
(

中
原)

三
、
占 

い

畑
へ
行
く
前
に
、_

分
で
作
っ
た
草
履
を
投
げ
て
、
緒
の
方
が
出
れ
ば
晴
れ
、

へ 

ッ

タ
(

裏)

が
出
れ
ば
雨
が
降
る
。

唾
占
は
、
唾
を
掌
に
の
せ
て
、
こ
れ
を
両
掌
を
打
ち
あ
っ
て
、
唾
の
飛
ん
だ
方
角 

に
よ
っ
て
占
い
を
す
る
。

御
嶽
講
、
浅
間
講
な
ど
に
入
っ
て
い
る
家
で
は
、
暮
れ
か
ら
正
月
に
か
け
て
、
年 

占
を
行
な
う
。
そ
の
年
の
西
瓜
の
豊
凶
や
、
値
段
な
ど
に
つ
い
て
、
先
達
を
呼
ん
で
、
 

占
っ
て
も
ら
う
。

こ
の
占
い
は
、
中
座
が
幣
束
を
持
ち
、
神
が
か
っ
て
、
予
言
を
す 

る
。卜

占
を
職
業
と
し
て
い
る
も
の
は
、
高
島
易
断
の
弟
子
や
、
御
嶽
講•

富
士
講
な 

ど
の
オ
ガ
ミ
ヤ
で
あ
る
。
こ
の
人
た
ち
は
、
自
分
の
家
で
卜
占
業
を
営
ん
で
い
る
が
、
 

頼
ま
れ
れ
ば
、
他
家
へ
出
向
い
て
、
お
が
ん
で
や
る
こ
と
も
あ
る
。
(

中
原)

四
、
呪 

い

病
気
の
呪
い

耳
の
病
気
を
ミ
ミ
ダ
レ
と
い
、っ
。
蟬
の
脱
け
が
ら
を
粉
に
し
て
つ
け
る
と
な
お
る
。
 

三
郷
村
の
オ
ビ
ン
ヅ
ル
様
の
お
札
を
、
耳
の
中
に
入
れ
て
お
く
と
、
耳
ダ
レ
が
な 

お
る
。

ヤ
ン
メ 
(

眼
病)

の
時
は
、
ヤ
ン
メ
ド
ッ
コ
と
半
紙
に
書
い
て
、
人
の
見
や
す
い 

所
に
は
っ
て
お
く
。
そ
う
す
る
と
、
こ
れ
を
読
ん
だ
人
に
た
か
っ
て
、
治
る
。

夜
盲
症
の
こ
と
を
ト
リ
メ
と
い
う
。
し
じ
み
貝
と
た
に
し
を
取
っ
て
来
て
、
焼
い 

て
食
う
と
よ
い
。

モ
ノ
モ
ラ
イ
を
メ
カ
ゴ
と
い
、っ
。

メ

ケ

ー(

目
の
あ
ら
い
籠)

を
か
ふ
る
と 

こ 

の
病
気
に
な
る
。

メ
カ
ゴ
が
で
き
た
時
は
、
メ
ケ
ー
を
持
っ
て
行
っ
て
、
井
戸
を
の 

ぞ
き
、
顔
を
半
分
ば
か
り
水
面
に
う
つ
し
て
、
「
な
お
れ
ば
、
全
部
見
せ
ま
す
」
と
い 

え
ば
、
メ
カ
ゴ
が
な
お
る
。

目
に
ご
み
の
入
っ
た
時
は
、
ま
ぶ
た
を
め
く
っ
て
、
唾
を
ペ
ッ
ペ
ッ
と
三
回
す
れ 

ば
と
れ
る
。

喉
に
も
の
が
つ
か
え
た
の
を
、
ノ
ド
ッ
ケ
と
い
い
、
こ
の
時
は
、
稲
の
穂
で
喉
を 

さ
す
る
と
と
れ
る
。



抚
を
と
る
に
は
、
「
ア
ビ
ロ
ー
ケ
ー
ソ
ー
」
と
と
な
え
な
が
ら
、
茄
子
の 

へ 

っ
た
で 

三
べ
ん
な
で
る
と
と
れ
る
。
又
、
貴
船
様
の
疣
神
様
に
あ
げ
て
あ
る
石
で
疣
を
こ
す 

る
と
、
と
れ
る
。
(

中
原)

虫
封
じ 

手
の
ひ
ら
に
、
虫
と
い
う
字
を
三
つ
書
い
て
、
そ
の
上
に
、
封
じ
る
と 

い
う
字
を
書
く
。
(

西
野)

こ
う
で 

か
ぎ
っ
つ
る
し
か
ら
手
を
出
し
て
、
男
の
人
は
女
に
、
ぬ
い
と
す
で
し 

ば
っ
て
も
ら
う
。
障
子
の
穴
か
ら
、
し
ば
っ
て
も
ら
、っ
。(

西
野)

み
け
—
ご 

井
戸
tt
ft
に
、
み
け
一
半
分
見
せ
る
。
下
ん
前
の
つ
ま
を
、
ぬ
い
と 

す
で
、
三
回
り
し
ば
る
。
(

西
野)

や
ん
め 

や
ん
め
の
大
安
売
り
と
書
い
て
貼
る
。
(

西
野)

歯
い
た•

の
ど
の
と
げ 

象
牙
の
箸
で
三
度
な
ぜ
る
。(

西
野)

墓
場
の
も
り
団
子
を
食
べ
る
と
夏
や
せ
を
し
な
い
。
又
、
風
邪
を
ひ
か
な
い
。(

湯 

ノ
入)虫

歯 

と
ぼ
ロ
の
側
に
、
五
円
玉
を
打
っ
て
お
く
。
(

西
野)

こ
う
で 

は
が
き
を
小
さ
く
切
っ
て
、
痛
い
と
こ
ろ
に
し
ば
り
つ
け
て
お
く
。
お 

天
と
様
が
出
る
頃
、
「向
、っ
山
の
色
男
、
ま
ね
ご
と
す
る
に
も
手
が
痛
い
」
と
い
っ
て
、
 

日
を
ま
ね
く
。
か
ぎ
っ
つ
る
し
の
コ
ブ
ナ
を
、
ヌ
イ
ト
ス(

縫
い
糸)

を
、
三
廻
り 

し
ば
る
。(

西
野)

両
親
の
揃
っ
て
い
る
一
番
し
め
え
っ
子
に
イ
ロ
リ
の
カ
ギ
ツ
ル
シ
の
下
を
通
し
て 

し
ば
っ
て
も
ら
う
。
女
は
男
の
子
、
男
は
女
の
子
に
し
ば
っ
て
も
ら
う
と
ょ
い
。(

湯 

ノ
入)カ

ク
ラ
ン
マ
ジ
ナ
イ
に
は
菅
笠
を
か
ぶ
し
て
、
太
陽
の
方
に
向
か
い
手
を
合
わ
せ 

て
立
た
せ
る
。
ア
ビ
ラ
ウ
ン
ケ
ン
ソ
ワ
カ
と
三
回
唱
え
て
、
水
を
ひ
し
ゃ
く
で
三
回 

か
け
る
。
水
が
も
る
と
カ
ク
ラ
ン
は
な
お
る
が
、
も
ら
な
け
れ
ば
カ
ク
ラ
ン
で
は
な 

い
と
い
う
。
そ
の
後
、
残
っ
た
水
を
太
陽
に
そ
な
え
た
水
だ
か
ら
と
い
っ
て
ガ
ブ
ガ 

ブ
呑
ま
せ
る
。(

滝
ノ
入)

六
算
ょ
け
三
本
辻
に
年
令
の
数
だ
け
線
香
を
束
ね
て
立
て
、
痛
い
所
に
そ
の
煙

を
か
け
て
、
後
を
振
り
返
ら
ず
に
帰
っ
て
く
る
。(

台)

台
所
の
流
し
の
下
に
線
香
を
年
の
数
だ
け
た
て
る
と
よ
い
。(

寺
下)

虫

歯

、っ
つ
ぎ
の
木
に
「
こ
こ
の
歯
の
痛
み
を
治
し
て
く
れ
」
と
い
い
な
が
ら
針

を
さ
し
て
お
き
、
治
っ
た
ら
ぬ
く
。(

中
原)

バ
ヒ
フ
病
の
時
は
、
馬
と
い
う
字
を
三 

つ
書
い
て
入
口
に
逆
さ
に
は
る
と
よ
い
。

(

大
原
七
区)

タ

ム

シ(

皮
膚
病)

が
で
き
た
時
は
、
半

紙

に

「
鳴
」
と
い
う
字
を
書
い
て
、
こ 

れ
で
患
部
を
な
で
る
と
よ
い
。
「
鎮
西
八
郎
為
朝
」
と
書
い
て
も
よ
い
。

子
供
の
歯
の
抜
け
た
時
は
、
下
の
歯
は
屋
根
に
上
げ
、
上
の
歯
は
緣
の
下
に
埋
め

る
と
よ
い
。
あ
と
の
歯
か
よ̂
^

生
え
る
と
い
う
。

冬
至
の
日
に
、
柚
を
漬
け
て
お
い
て
、
年
と
り
に
福
茶
を
飲
み
な
が
ら
食
う
と
、
 

夏
バ
テ
を
し
な
い
。

冬
至
の
日
に
、
ト

ウ

ナ

ス(

南
瓜)

を
食
べ
る
と
中
気
に
な
ら
な
い
。
又
、
こ
の 

日
に
、
茄
子
の
枯
枝
を
燃
や
し
て
、
そ
の
火
に
あ
た
る
と
、
風
邪
を
ひ
か
な
い
。

風
邪
が
は
や
る
時
は
、
ヒ

ル
(

大
蒜)

を
三
個
、
き
ん
ち
ゃ
く
に
入
れ
て
、
腰
に 

つ
る
し
て
外
出
す
れ
ば
、
風
邪
が
う
つ
ら
な
い
。

霍
乱
を
お
こ
し
た
時
に
は
、
井
戸
ば
た
へ 

つ
れ
て
行
っ
て
、
菅
笠
を
か
ぶ
せ
て
、
 

「
ア
ビ
ロ I

ケ
ー
ソI

」
と
唱
え
な
か
ら
、
上
か
ら
水
を
か
け
て
や
る
。

こ
う
す
る 

と
霍
乱
が
と
ま
る
。

ナ
ナ
バ
ン
ゲ
と
い
っ
て
、
七
月
中
に
、
小
麦
わ
ら
を
ケ
—
ド
(

門
口) 

で
七
晚
つ 

づ
け
て
燃
や
す
と
、
疫
病
除
け
に
な
る
。
(

中
原)

厄
病
神
送
り

疱
瘡
神
送
り 

子
供
が
種
痘
を
し
た
時
、
ゥ
ツ
木
の
木
で
疱
瘡
棚
を
作
り
、
赤
い 

色
紙
で
幣
束
を
作
り
、
こ
れ
を
疱
瘡
棚
の
真
中
に
立
て
て
、
座
敷
の
す
み
か
お
勝
手 

な
ど
に
吊
し
て
お
い
て
、
オ
シ
ラ
キ
に
飯
を
盛
っ
て
あ
げ
る
。

疱
瘡
神
は
、
食
い
し 

ん
ぼ
う
だ
か
ら
と
い
う
。
子
供
が
種
痘
を
し
て
、
十
二
日
の
間
、
こ
う
し
て
疱
瘡
神 

を
祭
り
、
十
二
日
た
つ
と
、
三
本
辻
へ
送
り
出
す
。(

中
原)

風
邪
の
神
送
り 

十
二
月
十
五
日
に
、
幣
束
を
立
て
た
夕1

ラ

ッ

ペ

シ(

俵
の
ふ 

た)

に
棒
を
二
本
と
お
し
た
も
の
を
子
供
が
か
つ
ぎ
、
村
内
を
ま
わ
り
歩
く
。
そ,
の



時
、
「
か
一
ぜ
の
か
一
み
を
お
一
く
る
よ
」
と
唱
え
、
念
仏
鉦
を
た
た
き
な
が
ら
歩
く
。
 

す
る
と
、
家
々
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
銭
銅
貨
を
お
ひ
ね
り
に
し
て
持
っ
て
出
て
、
子 

供
た
ち
の
額
を
、
こ
の
お
ひ
ね
り
で
さ
す
っ
て
、
タ
ー
ラ
ッ
ペ
シ
に
乗
せ
る
。
風
邪 

の
神
は
、
最
後
に
火
葬
場
に
持
っ
て
行
っ
て
捨
て
て
く
る
。
子
供
た
ち
は
、
も
ら
っ 

た
銭
で
、
菓
子
な
ど
を
買
っ
て
食
べ
た
。
戦
後
、
こ
の
習
俗
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
 

(

中
原)

豊
作
の
兄
い

年
と
り
の
晚
に
、
鰯
の
頭
を
二 

つ
叉
の
豆
の
枝
に
さ
し
て
、
「
あ
ぶ
ら
虫
の
ロ
を
焼 

き
も
う
す
」
と
唱
え
な
が
ら
あ
ぶ
る
。

こ
れ
は
家
の
軒
先
に
さ
し
て
お
く
。
又
、
そ 

の
時
に
、
「借
金
な
す
が
ら
、
良
い
こ
と
聞
く
が
ら
、
ま
め
に
働
ら
く
よ
う
に
」
と
唱 

え
な
が
ら
豆
を
炒
る
。

正
月
十
五
日
に
繭
玉
を
作
り
、
山
桑
の
枝
に
さ
し
て
神
様
に
あ
げ
る
。
蚕
が
あ
た 

る
よ
う
に
と
い
う
ま
じ
な
い
で
あ
る
。
同
じ
日
に
、
ミ
ズ
ブ
サ
の
木
の
枝
に
、
オ
ッ 

カ
ド
の
木
で
乍
っ
た
ア
ー
ボ
、
ヒ
ー
ボ
と
い
う
も
の
を
、
堆
肥
の
山
に
立
て
る
。
豊 

作
の
ま
じ
な
い
で
あ
る
。(

中
原)

雨
乞
い

日
靈
の
時
に
は
雨
乞
い
を
す
る
。
村
の
代
表
が
、
三
夜
沢
の
赤
城
様
へ
行
き
、
神 

主
か
ら
神
泉
を
も
ら
っ
て
く
る
。
そ
の
際
、
使
の
者
は
、
途
中
決
し
て
立
ち
止
ま
っ 

て
は
な
ら
な
い
。
途
中
で
立
ち
止
ま
る
と
、
止
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
雨
が
降
っ
て
し
ま 

う
。
だ
か
ら
、
神
泉
は
、
数
人
の
者
が
リ
レ
ー
式
で
村
に
は
こ
ん
だ
。
村

人

は

「
さ 

ん
げ
さ
ん
げ
六
根
清
浄
」
と
唱
え
な
が
ら
、
こ
の
神
泉
を
互
に
か
け
合
う
。
雨
乞
は 

雨
が
降
る
ま
で
、
毎
日
続
け
ら
れ
た
。

こ
、っ
し
た
こ
と
は
、
昭
和
初
期
に
は
、
ま
だ 

行
な
わ
れ
て
い
た
。(

中
原)

お
産
の
呪
い

妊
娠
中
、
蛇
の
脱
け
が
ら
を
胴
に
巻
い
て
い
る
と
、
お
産
が
軽
く
す
む
。

出
産
の
日
に
は
塩
釜
様
を
祭
る
。
又
、
産
泰
様
へ
お
ま
い
り
し
て
、
ひ
し
や
く
を 

買
っ
て
、
底
を
ぬ
い
て
あ
げ
る
。
無
事
に
子
供
が
生
ま
れ
る
と
、
又
、
新
し
い
ひ
し
や 

く
を
買
っ
て
あ
げ
る
。

子
供
が
い
よ
い
よ
生
ま
れ
出
る
と
い
、っ
時
に
は
、
夫
は
家
の
外
へ
脱
出
す
る
。
軽

く
生
ま
れ
る
よ
う
に
と
い
う
呪
い
で
あ
る
。

出
産
の
時
、
親
も
と
か
ら
、
チ
カ
ラ
米
と
い
う
も
の
を
贈
る
。

一
生
食
え
る
よ
う 

に
と
、
米
一
升
を
袋
に
入
れ
、
か
つ
お
ぶ
し
と
共
に
お
祝
い
と
し
て
出
し
、
別
に

二. 

三
升
も
っ
て
く
る
。
(

中
原)

夜
泣
き
の
子
を
眠
ら
せ
る
呪
い

夜
泣
き
を
す
る
赤
ん
ぼ
う
を
抱
い
て
外
へ
出
て
、
「闇
の
夜
に
鳴
か
ぬ
烏
の
声
聞
け 

ば
生
ま
れ
る
先
の
ち
ち
ぞ
恋
し
い
」
と
三
べ
ん
唱
え
る
と
、
赤
ん
ぼ
う
が
夜
泣
き
し 

な
く
な
る
。
(

中
原)

そ
の
他
の
呪
い

芮
人
が
死
に
か
け
る
と
、
タ
マ
ヨ
ビ
を
す
る
。
大
原
で
は
、
井
戸
へ
向
か
っ
て
、
 

病
人
の
名
を
よ
び
か
え
す
。
又
、
西
原
で
は
、
屋
根
に
登
っ
て
、
析
の
底
を
た
た
き 

な
が
ら
病
人
の
名
を
よ
ん
で
、
魂
を
よ
び
か
え
す
。(

大

原•

西
原)

肖
人
が
、

い
よ
い
よ
だ
め
と
き
ま
っ
た
ら
、
極
楽
往
生
が
で
き
る
よ
う
に
と
、
組 

内
の
者
が
集
ま
り
、
大
き
な
ズ
ズ
を
以
て
、
病
人
の
ま
わ
り
を
「
な
ん
ま
い
だ
」

と 

唱
え
な
が
ら
ま
わ
す
。

賴
有
の
こ
と
を
ナ
リ
ン
ボ
と
い
、っ
。

と
ろ
ろ
飯
を
食
っ
た
茶
椀
で
、
お
茶
を
飲
む 

と
、
ナ
リ
ン
ボ
に
な
る
。
不
治
の
病
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

子
供
の
ペ 

ニ
ス
が
腫
れ
た
時
に
は
、
蚯
蚓
に
小
便
を
か
け
た
か
ら
だ
と
い
っ
て
、
 

蚯
蜘
を
と
っ
て
き
て
、
こ
れ
を
水
で
洗
っ
て
や
る
と
腫
れ
が
ひ
け
る
。

精
神
病
は
オ
ト
ウ
カ(

狐)

が
つ
い
た
か
ら
起
る
。

こ
れ
を
引
き
は
な
す
に
は
、
 

棒
で
な
ぐ
る
と
よ
い
。

近
所
に
火
災
が
発
生
し
た
時
は
、
女
の
腰
巻
き
の
よ
ご
れ
た
も
の
を
、
旗
の
よ
、っ 

に
棒
の
先
に
し
ば
り
つ
け
、
火
に
向
か
っ
て
振
る
と
、
炎
は
逃
げ
て
、
類
焼
を
ま
ぬ 

か
れ
る
。

い
や
な
訪
問
者
を
早
く
帰
ら
せ
る
に
は
、
座
敷
の
す
み
に
箒
を
さ
か
さ
に
た
て
て 

お
く
と
よ
い
。

雷
が
鳴
る
時
は
、
線
香
を
立
て
て
「
遠
く
の
桑
原
遠
く
の
桑
原
」
と
唱
え
る
と
よ 

、
〇



犬
に
吠
え
つ
か
れ
た
時
は
、
十
二
支
を
唱
え
て
、
十
二
番
目
の
指
を
に
ぎ
り
こ
ん 

で
お
さ
え
て
い
れ
ば
、
か
み
つ
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。

道
に
落
ち
て
い
る
も
の
を
拾
う
時
に
は
、

一
度
足
で
ふ
ん
で
か
ら
拾
う
と
よ
い
。
 

も
の
を
紛
失
し
た
時
は
、
お
庚
申
様
に
願
を
か
け
る
。
出
て
来
た
時
は
、
ス
ミ
キ 

リ
豆
腐
を
お
礼
に
あ
げ
る
。
(

中
原)

祈
り
釘
わ
ら
で
人
形
を
作
り
、
ご
神
木
の
松
の
木
に
釘
で
打
ち
つ
け
、
丑
の
刻 

に
通
っ
て
釘
の
頭
を
打
つ
こ
と
で
女
の
人
に
多
か
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。

昭
和
四
十
七
年
に
も
あ
り
村
中
の
人
が
見
に
行
っ
た
。
又
、
七
十
年
前
に
、
村
に 

火
つ
け
が
多
い
の
で
わ
ら
の
人
形
の
大
き
い
も
の
を
作
り
、
山
の
神
様
で
村
中
の
人 

が
替
わ
る
替
る
、
竹
や
り
で
つ
い
て
、
最
後
に
火
あ
ぶ
り
に
し
て
見
せ
た
ら
犯
人
が 

見
つ
か
り
、
ま
も
な
く
病
気
に
な
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。(

寺
下)

三
隣
亡 

三
隣
亡
は
人
に
知
ら
れ
れ
ば
だ
め
で
あ
る
。
そ
っ
と
他
人
の
家
の
田
の 

回
り
に
米
を
赤
く
染
め
て
ま
く
。
小
豆
が
い
ち
ば
ん
き
き
め
が
あ̂

と
い
う
。
秋
に 

田
圃
を
さ
く
っ
た
ら
赤
飯
と
尾
頭
つ
き
が
で
て
き
た
り
、
ぼ
た
餅
が
で
て
き
た
り
し 

た
例
力
あ
る
。

二
隣
亡
除
け
に
は
庚
申
様
—
猿
田
彦
—
を
ま
つ
る
の
が
よ
い
。
戦
後
猿
田
彦
の
碑 

を
建
て
た
人
も
あ
る
。(

滝
ノ
入)

雷
除
け 

い
ろ
り
や
火
の
近
く
に
お
れ
ば
雷
が
落
ち
て
も
安
全
だ
と
い
わ
れ
た
。
 

又
、
麻
蚊
帳
の
中
に
入
れ
と
も
言
っ
た
。

節
分
の
時
の
豆
を
雷
の
初
鳴
り
に
食
べ
る
と
よ
い
と
聞
い
て
い
た
。(

寺
下) 

雪
よ
け
の
木
に
、
ラ
ィ
デ
ン
ボ
ク
と
い
う
の
が
あ
る
。

エ
ン
ジ
の
木
と
も
い
い
、
 

水
分
か
少
く 

.
床
柱
に
す
る
。

雷
よ
け
に
は
、
線
香
を
立
て
る 

蚊
帳
を
つ
る
。(

三
島)

風
除
け 

鎌
を
竿
の
先
に
結
び
つ
け
て
、
風
が
吹
い
て
来
る
方
向
に
向
け
て
立
て 

て
お
く
。
よ
く
、
「辰
が
来
な
い
よ
う
に
鎌
を
立
て
た
」
と
い
わ
れ
て
い
た
。(

寺
下) 

そ
の
他
位
碑
の
上
の
袋
を
財
布
に
す
る
と
金
が
も
う
か
る
。

ジ
ャ
ン
ボ
ン
の
竹
箸
を
使
う
と
オ
コ
さ
ま(

蚕)

は
は
ず
れ
な
い
。(

湯
ノ
入) 

冬
至
の
日
に
井
戸
の
初
水
を
稲
荷
様
の
屋
根
に
か
け
る
と
火
難
に
あ
わ
な
い
。

(

台)葬
式
の
ワ
ラ
ジ
を
ト
ボ
ロ
に
吊
す
と
魔
除
け
に
な
る
。
 

ハ
ナ
ム
ス
ビ
ゾ
ー
リ
を
は
く
と
蛇
に
か
ま
れ
な
い
。

ハ
チ
に
さ
さ
れ
た
時
は
石
返
し
を
す
る
。
何
で
も
い
い
か
ら
側
の
石
を
ひ
っ
く
り

返
す
。(

湯
之
入)

こ
、っ
で 

異
性
の
末
子
に
、
鍵
竹
か
ら
手
を
く
ぐ
ら
せ
て
ぬ
い
と
す
で
手
首
を
し 

ば
っ
て
貰
、っ
。(

台)

ト
シ
ト
り
の
ィ
ワ
シ(

ヤ
カ
ガ
シ)

を
ネ
ー
マ
に
さ
す
と
害
虫
除
け
に
な
る
。
ま 

た
、
カ
ナ
ム
シ
が
つ
か
な
い
と
も
い
ぅ
。(

滝
ノ
入)

年
神
様
を
ま
つ
っ
た
幣
束
を
屋
根
に
あ
げ
て
お
く
と
火
事
に
あ
わ
な
い
。(

湯
ノ 

入)
大
晦
日
に
頭
付
き
の
魚
を
稲
荷
様
に
あ
げ
る
と
、
泥
棒
ょ
け
に
な
る
。(

台)

ぬ
す
っ
と
お
く
り 

さ
つ
ま
な
ど
、
の
あ
ら
し
さ
れ
る
と
、
で
か
い
男
と
女
の
藁 

人
形
作
っ
て
、
そ
れ
を
村
中
の
者
が
竹
槍
で
つ
っ
と
お
し
て
、
下
の
方
へ
送
っ
て
、
 

焼
い
て
来
た
。
大
正
の
始
ま
り
頃
ま
で
や
っ
た
。(

西
野) 

'

花
結
び 

藁
草
履
の
一
種
で
、
こ
れ
を
履
い
て
い
く
と
山
に
入
っ
て
も
マ
ム
シ
に

雷電木(山ノ神)

(上野勇撮影)



く
わ
れ
な
い
と
い
う
。(

滝
ノ
入)

千
人
針 

戦
争
中
、
千
人
針
に
五
銭
つ
け
て
、
死

線
(

四
銭)

を
越
え
る
よ
う
に 

と
か
、
く
る
み
を
持
っ
て
行
っ
て
、
来
る
身
だ
と
か
い
っ
た
。
勝
ち
栗
も
持
っ
て
行
っ 

た
。(

西
野)

五
、
民

間

療

法

虫
歯
が
い
た
む
時
に
は
、
よ
も
ぎ
の
葉
を
塩
で
も
ん
で
、
患
部
に
つ
け
る
と
よ
い
。
 

又
、
梅
干
の
肉
を
つ
け
る
と
痛
み
が
薄
れ
る
。

虫
歯
を
糸
で
し
ば
り
、
こ
の
糸
を
足
に
つ
な
い
で
寝
る
と
、
自
然
に
抜
け
る
。
 

暑
気
に
あ
た
っ
た
時
に
は
、
梅
酢
を
飲
ま
せ
る
と
よ
い
。

食
あ
た
り
に
は
、
梅
干
の
黒
焼
き
か
、
梅
肉
エ
キ
ス
を
飲
ま
せ
る
と
よ
い
。

子
供
が
爪
を
か
じ
る
と
、
腹
に
虫
が
わ
く
と
い
、っ
。
虫
が
わ
い
た
時
に
は
、
海
藻 

の
煎
じ
汁
を
飲
ま
せ
る
と
、
虫
が
く
だ
る
。

脚
気
に
か
か
っ
た
時
は
、
毎
朝
早
く
起
き
て
、
朝
露
に
ぬ
れ
た
土
の
上
を
歩
く
と 

な
お
る
。

腎
臓
病
を
わ
ず
ら
っ
て
い
る
人
に
は
、
玉
蜀
黍
の
毛
を
煎
じ
て
飲
ま
せ
る
と
よ
い
。
 

西
瓜
も
よ̂
/

き̂
^

と
い
う
。

蜂
に
刺
さ
れ
た
時
に
は
、
薄
荷
の
葉
を
も
ん
で
つ
け
る
か
、
塩
を
す
り
こ
め
ば
、
 

痛
み
が
と
れ
る
。

ク

サ(

ふ
き
出
も
の)

が
で
き
た
時
は
、
ど
く
だ
み
を
煎
じ
て
飲
ま
せ
る
と
よ
い
。
 

蔣
の
苔
を
焼
き
餅
に
入
れ
て
食
う
と
、
喘
息
の
薬
に
な
る
。

ア
セ
モ
が
で
き
た
時
は
、
桃
の
葉
を
湯
に
入
れ
て
入
る
と
よ
い
。

熱
病
の
時
は
、
蚯
蚓
を
煎
じ
て
飲
む
と
、
熱
が
下
が
る
。

赤
蛙
を
焼
い
て
子
供
に
食
わ
せ
る
と
、
寝
小
便
の
薬
に
な
る
。
虫
薬
と
も
い
う
。
 

か
た
つ
む
り
を
焼
い
て
食
べ
る
と
、
虫
薬
に
な
る
。

蜂
の
子
や
鉄
砲
虫
を
、
焙
烙
で
い
っ
て
、
子
供
に
食
わ
せ
る
と
虫
薬
に
な
る
。
 

切
り
傷
の
出
血
を
止
め
る
に
は
、
七
種
又
は
三
種
の
草
の
葉
を
も
ん
で
つ
け
る
と

血
が
止
ま
る
。
又
、
黒
土
で
患
部
を
お
さ
え
た
〇
、
袂
ボ
ク
ソ
を
つ
け
た
り
、
或
は 

又
、
き
ざ
み
タ
バn

の
粉
を
つ
け
て
も
よ
い
。

薬
草
は
、
土
用
に
入
っ
て
三
日
目
に
採
取
し
た
も
の
が
特
に
効
果
が
あ
る
。
ド
ク 

ダ

ミ•

ヨ
モ
ギ•

ゲ
ン
ノ
シ
ヨ
ー

コ
な
ど
を
採
っ
て
く
る
。

土
用
に
泥
鰌
を
と
っ
て
き
て
食
べ
る
と
、
夏
ま
け
し
な
い
。

肺
病
の
こ
と
を
ロ
ウ
ガ
ィ
と
い
う
。
蝮
の
黒
焼
を
飲
ま
せ
る
と
よ
い
。

下
痢
の
と
き
は
、
ゲ
ン
ノ
シ
ヨ
ー
コ
を
煎
じ
て
飲
ま
せ
る
と
よ
い
。

ナ
メ
ク
ジ
は
痔
の
薬
。

蜆
は
肝
臓
の
薬
。

松
葉
は
心
臓
の
薬
。
酒
に
漬
け
て
お
い
て
飲
む
と
よ
い
。

ハ
ブ
草
の
実
を
と
っ
て
き
て
、

ハ
ブ
茶
に
し
て
飲
む
と
胃
病
に
よ
く
き
く
。
 

足
の
捻
挫
に
は
、
山
楯
子
の
実
を
つ
ぶ
し
て
、
う
ど
ん
粉
と
酢
と
玉
子
の
白
味
を 

ま
ぜ
合
せ
て
、
患
部
に
ぬ
る
と
よ
い
。
山
梔
子
を
入
れ
る
と
、
ね
ぬ
け
に
な
る
と
い 

う
〇

田
螺
を
う
ど
ん
粉
で
ね
っ
て
、
は
れ
も
の
に
は
る
と
、
ロ
が
で
き
て
、
、っ
み
を
吹 

き
出
す
。

男
の
鼻
血
は
よ
く
な
い
。
女
の
鼻
血
が
で
る
の
は
よ
い
。
子
供
の
鼻
血
が
出
た
時 

に
は
、
ボ
ン
ノ
ク
ボ
の
毛
を
抜
い
て
や
る
と
血
が
と
ま
る
。

家
に
重
病
人
が
あ
る
時
に
は
、
身
内
の
者
が
集
ま
っ
て
明
神
様
に
お
百
度
ま
い
り 

子
供
が
眼
病
を
わ
ず
ら
う
と
、
大
原
寺
の
薬
師
堂
に
絵
馬
を
奉
納
し
て
願
を
か
け 

る
。赤

ん
ぼ
う
が
病
気
を
す
る
と
、
大
原
寺
の
子
育
て
地
蔵
様
に
願
を
か
け
る
。(

中
原) 

毛
虫
に
さ
さ
れ
た
時
、
藁
を
左
繩
に
な
っ
て
そ
れ
で
患
部
を
こ
す
っ
て
か
ら
、
梁 

を
三
回
く
ぐ
し
て
か
ら
燃
す
と
い
い
。(

ム
ロ)

胃
に
は
セ
ン
ブ
リ
、
腸
に
は
ゲ
ン
ノ
シ
ョ
ウ
コ
が
効
く
。
土
用
の
三
日
目
の
四
ッ 

前
に
、朝
露
の
あ
る
う
ち
に
と
っ
て
ほ
す
と
よ
く
効
く
と
い
わ
れ
て
い
る
。(

滝
ノ
入) 

乳
不
足 

お
産
を
し
て
も
乳
不
足
の
時
は
、
産
婆
が
乳
を
も
ん
で
く
れ
た
。

こ
う



す
る
と
少
し
は
出
る
よ
う
に
な
っ
た
。
母
乳
を
補
う
た
め
に
「
す
り
ゆ
」
と
い
い
生 

米
を
す
り
ば
ち
で
す
り
つ
ぶ
し
、
布
で
こ
し
て
か
ら
、
湯
で
煎
じ
て
飲
ま
せ
た
が
、
 

一
時
的
な
も
の
で
充
分
と
は
い
え
な
か
っ
た
。

母
乳
は
、
さ
つ
ま
い
も
、
、っ
ど
ん
を
食
べ
る
と
出
る
が
、
、っ
ど
ん
の
乳
は
う
す
い 

と
い
わ
れ
て
い
た
。(

杉
塚)

蜂
さ
さ
れ
た
時
は
渋
柿
を
ぬ
る
。(

台)

モ
グ
ラ
の
黒
焼
き 

土

釜
(

釜
め
し
の
釜
が
い
い)

に
生
き
た
ま
ま
モ
グ
ラ
を
入 

れ
て
、
炭
に
な
る
ま
で
焼
く
。
痔
の
薬
で
一
寸
な
め
た
だ
け
で
も
効
く
。
カ
ル
シ
ュ
ー 

ム
分
の
関
係
で
あ
ろ
う
か
。(

台)

う
る
し
か
ぶ
れ 

あ
ぶ
ら
げ
を
あ
ぶ
っ
て
あ
て
る
と
い
い
。(

台)

下
痢
ア
オ
キ
の
葉
を
せ
ん
じ
て
の
む
。

き
ず
薬
に
は
赤
む
か
で
の
油
が
よ
い
。

頭
が
痛
い
と
き
は
こ
め
か
み
に
梅
干
を
は
る
。(

大
久
保)

カ
ク
マ
ン 

か
ま
き
り
。
桑
に
よ
く
た
か
っ
て
い
る
。
そ
の
頭
を
ち
よ
っ
と
ひ 

ん
む
い
て
、
紙
に
で
も
く
る
ん
で
お
い
て
、
そ
れ
を
び
ん
に
入
れ
て
と
っ
て
お
く
。
 

そ
く
い
で
練
っ
て
と
げ
の
吸
い
出
し
に
す
る
。
で
き
も
ん
が
ふ
っ
き
れ
る
。

生
薬
屋 

に
も
な
い
。

カ
ク
マ
ン
の
頭
を
と
っ
て
し
ま
っ
て
お
き
、
そ
く
い
で
練
っ
て
と
げ•

で
き
も
ん 

の
吸
い
出
し
に
す
る
。(

西
野)

六
、
し 

つ 

け

敷
居
の
上
に
の
ぼ
る
の
は
、
お
と
っ
つ
ぁ
ん
の
頭
に
上
る
の
と
同
じ
。

畳
の
へ
り
は
歩
く
な
。

良
い
子
と
は
、
仕
事
を
よ
く
す
る
子
、
言
う
こ
と
を
よ
く
き
く
子
。
 

「行
」
と
し
て
は
、
台
所
掃
き•

ぞ
う
き
ん
が
け•

庭

掃

き•

下
水
か
え
な
ど
。
 

食
事
の
し
つ
け
と
し
て
。

座
っ
て
食
べ
る
。

お
し
や
べ
り
し
な
い
。

お
鉢
を
た
た
く
と
オ
サ
キ
が
来
る
。
 

左
膳
、
タ
ツ
膳
は
死
人
に
供
え
る
と
き
。

箸
で
は
さ
み
っ
こ
し
な
い
。

食
事
に
箸
を
た
て
な
い
。

着
物
の
し
つ
け
と
し
て
。

左
前
は
い
け
な
い
。

ゼ
ニ
首
は
い
け
な
い
。(

大
久
保)

悪
た
れ
ぐ
ち
等
「
光
り
か
が
や
く
長
円
寺
、
ま
ぐ
そ
ぽ
こ
り(

ほ
こ
り)

の
胎
養 

寺
」
と
子
ど
も
の
口
げ
ん
か
の
と
き
よ
く
言
わ
れ
た
。
又
、
「
お
ま
え
の
か
あ
ち
ゃ
ん 

出
べ
そ
」
「
お
ま
え
の
学
校
は
ぼ
ろ
学
校
、
つ
か
い
棒
が
十
三
本
、
机
が
な
く
て
、
み 

か
ん
箱
」
な
ど
と
悪
た
れ
ぐ
ち
が
あ
っ
た
。

木
登
り
の
と
き
は
「
え
ん
や
ご
ん
べ
、
え
ん
や
ご
ん
べ
」
と
い
い
な
が
ら
登
っ
た
。
 

け
ら
と
い
う
虫
を
つ
か
ま
え
て
「
お
や
じ
の
き
ん
た
ま
は
ど
ん
な
だ
」
と
問
い
か 

け

て

「
お
や
じ
の
ま
ら
は
、
千
じ
よ
う
じ
き
」
又

は

「
と
う
ち
ゃ
ん
の
ま
ら
は
、
千 

じ
よ
う
じ
き
」
と
い
い
、
ひ
ろ
げ
な
が
ら
「
こ
ん
な
だ
」
と
言
っ
た
。(

寺
下)



七
、

一
人
前
仕
事
量

男
は
、
麦
の
一
番
ざ
く
を
一
日
に
三
段
切
る
こ
と
。
畑
ぅ
な
い
は
、

エ
ン
ガ
で
一 

日
一
段
が
一
人
前
。
繩
な
い
は
、

一
晩
に
二
十
ボ
ー
。

ー
ボ
ー
は
二
十
尋
。
十
六
歳 

で
米
俵
一
俵
が
か
つ
げ
れ
ば
一
人
前
。

女
は
、
機
織
り
で
一
日
に
一
反
織
れ
れ
ば
一
人
前
。

二
反
織
る
の
は
早
い
方
だ
と 

い
わ
れ
る
。(

大
原)

田
植
は
一
人
一
日
五
畝
、
た
い
が
い
の
人
が
兵
隊
検
査
前
に
植
え
る
ょ
ぅ
に
な
っ 

て
い
た
。(

中
原)

力
だ
め
し 

五
十
年
前
ま
で
は
、
十

九

貫(

約
七
十
ー
キ
ロ
グ
ラ
ム)

の
石
塔
で 

力
だ
め
し
を
し
た
。(

寺
下)

繩の束ね方……凡そ1尋を8字型に重ね 

て、20尋を以て1房とする。(大久保) 

(都丸十九-^撮影)



言

語

伝

承

は

じ

め

に

某
月
某
日
、
民
俗
調
査
の
打
合
せ
の
あ
と
、
薮
塚
本
町
の
方
々
と
、

一
緒
に
食
事 

を
し
た
。
話
が
は
ず
む
と
、
例
に
よ
っ
て
、
私
の
十
八
番
の
蚊
の
鳴
く
声•

犬
の
鳴 

き
声
か
ら
、
牛
の
鳴
き
声
に
な
っ
た
。
群
馬
県
で
も
、
牛
が
メ
ー
と
鳴
く
所
が
あ
る
。
 

無
論
多
く
の
土
地
で
は
モ
ー
と
鳴
く
。
そ
れ
か
ら
話
が
進
ん
で
、
酒
を
す
す
め
る
時 

に
は
、
牛
の
鳴
き
声
で
、
モ
ー

ー
杯
と
い
う
し
ゃ
れ
が
出
た
。
さ
ら
に
興
が
の
れ
ば
、
 

卑
俗
な
こ
と
ば
で
恐
縮
で
あ
る
が
、
狸
の
睾
丸
で
、
ま
た
一
杯
。

お
つ
も
り
は
、
茂 

林
寺
の
住
職
で
、
も
う
た
く
さ
ん
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
調
査
当
日
も
、
こ
の
話
を 

呼
び
水
と
し
た
の
で
、
俚

諺•

た
と
え
の
こ
と
ば
を
数
多
く
聞
い
た
。
中
で
も
、
力 

ク
マ
ン
ト
—

ロ

ー(

か
ま
き
り)

が
断
食
し
た
み
て
え
だ
と
、
瘠
せ
た
者
を
い
う
の 

は
興
味
を
ひ
い
た
。
私
が
永
年
調
査
し
て
い
る
赤
城
南
麓
一
帯
で
、
か
ま
き
り
を
い 

、っ
こ
と
ば
は
二
〇
〇
語
ほ
ど
あ
る
が
、
カ
ク
マ
ン
と
い
う
土
地
は
、
こ
の
藪
塚
本
町 

と
、
と
な
り
の
強
戸
だ
け
で
あ
る
。
カ
ク
マ
ン
ト
ー

ロ
ー
に
は
、
始
め
て
お
目
に
か 

か
っ
た
。
国
立
国
語
研
究
所
の
「
日
本
言
語
地
図
」
を
見
て
も
、
カ
ク
マ
ン
は
出
て 

い
な
い
。
か
ま
き
り
を
カ
ク
マ
ン
と
い
う
の
は
、
日
本
中
で
、
こ
の
あ
た
り
だ
け
と 

い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
カ
ク
マ
ン
を
民
間
療
法
に
使
う
と
い
う
こ
と
も
初
耳
だ
つ 

た
。
私
に
と
っ
て
の
収
穫
は
多
か
っ
た
。
他
の
方
面
は
、
比
較
的
乏
し
く
、
環
境
の
破 

壊
が
、
伝
承
の
世
界
に
ま
で
及
ん
だ
の
か
、
キ

ツ

ネ•

ム
ジ
ナ
の
話
以
外
に
は
数
少 

な
か
っ
た
の
は
残
念
で
あ
る
。(

上
野
勇)

一
、
命 

名

㈠

人 

名

命
名
富
士
講
の
先
達
や
近
所
の
物
識
り
に
頼
ん
で
つ
け
て
貰
う
。
長
命
の
人
に 

つ
け
て
貰
う
と
長
生
き
を
す
る
。
名
付
け
親
に
は
お
七
夜
に
来
て
貰
う
。

体
が
弱
い
と
二
、
三
才
位
ま
で
に
呼
び
名
を
変
え
る
。(

台)

け
だ
も
の
の
を
つ
け
な
く
な
つ
た
。
昔
は
年
の
名
を
つ
け
た
。
卯
年
に
で
き
た
か 

ら
う
さ
や
ん
、
午
年
だ
か
ら
う
ま
や
ん
と
か
。

へ
そ
の
緒
を
頸
に
ま
い
て
出
た
か
ら 

ま
き
、
け
さ
を
か
け
て
生
れ
る
と
、
住
職
に
な
つ
て
出
世
す
る
。
子
ど
も
多
い
の
で
、
 

し
ま
い
に
し
よ
う
と
思
つ
て
、
し

ま•

す

え•

と
め
と
つ
け
た
。

そ
の
あ
と
で
き
た 

の
で
、
や
け
だ
か
ら
、
は
じ
め•

は
つ
と
つ
け
た
。(

西
野)

三
つ
半
紙
に
書
い
て
引
か
せ
る
。(

三
島)

名
負
け 

寅
年
な
の
で
寅
雄
と
つ
け
た
ら
、
名
負
け
し
て
弱
い
の
で
、
次
郎
と
し 

た
ら
丈
夫
に
育
つ
た
。(

三
島)

鍋
雄 

丈
夫
に
育
つ
よ
う
に
、
鍋
の
底
を
く
ぐ
ら
せ
て
、
産
湯
を
つ
か
わ
せ
る
。
 

五
升
鍋
と
い
つ
て
大
き
な
鍋
が
あ
つ
た
。(

三
島)

ト
メ 
•

オ
サ
ム 

子
ど
と
か
多
い
と
、
こ
れ
で
終
り
に
な
る
よ
う
に
と
、
ト
メ 

•  

オ
サ
ム
な
ど
と
名
づ
け
た
。(

三
島)

同
名
の
時
の
通
称 

ク
ラ
さ
ん
が
三
人
い
た
。

シ
ン
ク
ラ
ヤ
ン(

シ
ン
さ
ん
の
せ
が
れ)

ヒ
ゲ
ク
ラ
ヤ
ン(

ヒ
ゲ
を
は
や
し
て
い
た)



ジ
ロ
ク
ラ
ヤ
ン(

ジ
ロ
さ
ん
の
せ
が
れ) 

(

滝
ノ
入)

改
名 

子
供
の
時
体
が
弱
い
と
改
名
を
し
、
そ
れ
が
通
称
に
な
る
。
戸
籍
上
の
名 

と
通
称
と
が
違
う
例
が
多
い
。

福
田
友
次
郎
——

テ
ル
チ
ャ
ン

今
泉
モ
リ
マ
サ-
-

ク
ラ
チ
ャ
ン

山
崎
あ
ぐ
り-
-

オ 

ハ 

ル
チ
ャ
ン

山
崎
吉
松
——

マ
サ
チ
ャ
ン 

(

滝
ノ
入)

同
じ
名
の
人
が
二
人
い
る
と
改
名
す
る
。
例
え
ば
八
が
二
人
い
る
と
、
後
か
ら
来 

た
人
を
五
と
か
三
と
か
に
改
名
し
て
し
ま
う
。(

湯
ノ
入)

あ
だ
名 

ト
ン
ビ
ッ
ト
モ
サ
ン 

歩
き
方
が
、
と
ん
で
歩
く
よ
う
に
見
え
る
。

ヨ
ナ
カ
の
エ
ー
サ
ン
〆 

ど
ち
ら
も
気
長
、
話
し
こ
む
と
夜
中

ヨ
ア
ケ
ノ
カ
ク
サ
ンー

 

に
な
ら
な
け
り
や
帰
ら
な
い
。

ネ
グ
マ
ヤ
ン 

寝
床
に
よ
く
も
ぐ
っ
て
い
る
熊
さ
ん
。

ハ
イ
カ
ラ
ミ
ッ
チ
ャ
ン 

娘
の
頃
、
頭
を
ハ
イ
カ
ラ
に
結
っ
て
い
て
、

ス
タ
イ
ル 

も
よ
か
っ
た
。
埼
玉
県
ま
で
ひ
び
い
た
。(

山
ノ
神)

ネ
ジ
ク
マ 

い
い
人
だ
が
、
ね
じ
れ
る
と
う
る
さ
い
。

ヒ
コ
ー
キ
バ
ー
サ
ン 

後
家
ば
あ
さ
ん
で
、飛
行
機
の
よ
う
に
ま
め
に
方
々
歩
き
、
 

村
の
噂
を
よ
く
知
っ
て
い
る
。

ヨ
ナ
カ
ノ
〇
〇
チ
ャ
ン 

長
尻
で
、
夜
中
に
帰
っ
て
来
る
。

ナ
ガ
ゾ
ソ
ノ
〇
〇
ヤ
ン 

五
月
に
な
っ
て
も
、
長
裾
の
着
物
を
着
て
い
る
。

デ

ン

ボ

〇

〇

サ

ン
(

西
野)

ネ
ジ
ク
マ
サ
マ 

消
防
の
班
長
か
何
か
し
て
い
た
が
、
運
転
台
に
く
ま
さ
ん
が
乗 

る
と
こ
ろ
、
ほ
か
の
人
が
乗
っ
ち
や
っ
た
。
高
津
戸
か
ら
、
と
う
と
う
う
ち
ま
で
歩 

い
て
来
た
。
何
で
も
、
く
ま
さ
ん
ど
う
す
る
ん
だ
い
っ
て
聞
い
て
か
ら
や
れ
ば
い
い 

が
、
そ
う
で
な
い
と
ね
じ
れ
る
。
く
ま
さ
ん
が
叩
く
半
鐘
は
音
色
が
違
う
っ
て
い
う 

と
、
か
な
ら
ず
叩
い
た
。(

西
野)

呼
称 

目
上
に
対
し
て
は
〇
〇
ヤ
ン
と
い
い
、
目
下
は
呼
び
ず
て
に
し
た
。

父 

オ
ト
ッ
ツ
ア
ン 

母 

オ
ッ
カ
ヤ
ン

叔

父

オ

ッ

チ

ャ

ン 

叔

母

オ

バ

ヤ

ン

兄 

ア
ン
チ
ャ
ン 

姉 

ネ
エ
ヤ
ン

大
兄
デ
ッ
ケ
ア
ン
チ
ャ
ン

小
兄 

チ

ッ

チ

ィ

ア

ン

チ

ャ

ン(

六
千
石)

屋
号 

紺

屋•

万

屋•

桶

屋•

亙

屋•

下
駄
屋
な
ど
屋
号
は
あ
る
が
、
今
は
や
っ 

て
な
い
。(

山
ノ
神)

㈡

地 

名

台
の
地
名

イ
ナ
リ
ガ
沢 

稲
荷
様
が
祠
っ
て
あ
る
。

ノ
ー
イ
キ
様
と
い
う
石
祠
が
あ
る
。
今 

は
特
定
の
行
事
、
祭
典
は
な
い
。
行
者
が
信
仰
し
た
も
の
か
。

オ
カ
ン
ガ
沢
オ
カ
ン
さ
ん
が
こ
こ
で
死
ん
だ
と
い
う
が
、
詳
し
い
こ
と
は
分
ら 

な
ぃ
。

京
ノ
入

不
動
沼 

前
に
不
動
様
が
祠
っ
て
あ
る
。
今
は
田
に
な
っ
て
い
る
。
岡
上
景
能
が 

こ
こ
か
ら
大
原
に
用
水
を
ひ
こ
う
と
し
て
作
っ
た
沼
と
い
う
。
用
水
の
跡
が
山
の
中 

腹
に
あ
る
。

こ
れ
は
失
敗
し
て
し
ま
っ
た
。

ド
ウ
の
下 

笠
懸
、
阿
佐
見
ま
で
含
む
広
い
地
名
。
ほ
と
ん
ど
田
で
岡
上
用
水
か 

ら
の
水
で
ま
か
な
っ
て
い
る
。

観
音
寺 

田
に
な
っ
て
い
る
。
ド
ウ
の
下
の
中
に
あ
る
。

イ
シ
ノ
ト
ウ
中
原
分
で
あ
る
。

ド
ウ
の
前
薬
師
堂
の
前
の
田
。

オ

ネ

陵

線

ミ
ネ
独
立
し
た
山
の
頂
上

山

ノ

コ

シ

麓
(

台)

滝
ノ
入
の
地
名 

諏

訪

山(

諏
訪
神
社
の
あ
る
山
、
縮
め
て
ス
ヤ
マ
と
い
う)

。
ム 

ケ
ー
山
(

ス
ヤ
マ
の
前
の
畑
の
あ
る
山)

、
大
ヒ
ラ
ノ
タ
ナ(

峯
の
中
間
に
あ
る
。
昔 

屋
敷
が
あ
っ
た
ら
し
く
井
戸
跡
が
あ
る)

、
ア
キ
ハ
ガ
ウ
ラ(

山
に
あ
る
、
別
に
秋
葉



様
も
何
も
な
い
、
四
〜
五
坪
位
が
平
ら
に
な
っ
て
い
る)

、
シ
ン
ゲ
ン
の
宮(

今
は
何 

も
な
い)

、
三

枚

畑(

シ
ン
ゲ
ン
の
宮
の
前
の
畑)

。

カ
マ
田 

ど
ん
な
旱
魃
の
時
で
も
水
が
あ
り
、底
な
し
沼
の
ょ
う
に
な
っ
て
い
る
。
 

滝
ノ
入 

湯
ノ
入
の
ニ
カ
所
に
あ
り
、
滝
ノ
入
の
カ
マ
田
に
臼
を
ぶ
っ
こ
む
と
、
 

三
年
経
っ
て
湯
ノ
入
か
ら
出
る
と
い
、っ
。

改
修
し
て
今
は
な
い

ジ
ャ
ン
ボ
ン
田 

長
円
寺
の
東
裏
に
あ
る
、
長
円
寺
の
田
。
今
は
滝
之
権
現
で
買
い 

と
つ
た
。

明
治
四
十
年
頃
田
へ
入
っ
て
心
臓
マ
ヒ
か
何
か
で
ス
テ
ン
と
死
ん
だ
人
が
い
て
、
 

二
、
三
人
続
い
て
死
ん
だ
の
で
、
こ
う
呼
ん
で
誰
も
い
や
が
っ
て
持
と
う
と
せ
ず
、
 

寺
の
も
の
に
な
っ
た
と
い
、っ
。(

滝
ノ
入)

田•
圃
の
名 

島
田
。
天
神
。
天
神
様
が
あ
っ
た
の
で
い
う
。
腰
卷
。

コ
ナ
ダ
。

こ 

の
四
つ
の
田
は
四
天
王
と
い
わ
れ
藪
塚
一
の
田
圃
で
あ
っ
た
。
ょ
く
な
い
田
に
ジ
ャ 

ン
ボ
ン
田
が
あ
る
。

カ
マ
ダ
。
旱
ば
つ
に
も
水
が
あ
る
。
「底
が
な
い
か
ら
子
供
は
入
る
な
。
腰
ま
で
入 

る
と
出
ら
れ
ね
え
ぞ
。
」
と
い
わ
れ
た
。
湯
ノ
入
に
も
同
様
な
田
が
あ
る
。
こ
こ
の
力 

マ
ダ
に
臼
を
ぶ
っ
こ
む
と
湯
ノ
入
の
カ
マ
ダ
に
出
る
と
い
、っ
。
杉
丸
太
を
下
に
組
み
、
 

そ
の
上
に
土
を
盛
っ
て
、
今
耕
作
し
て
い
る
。
田
グ
ワ
ィ
、
ィ
ゴ
な
ど
の
草
が
は
え 

る
が
除
草
剤
が
き
か
な
い
。(

滝
ノ
入)

オ
オ
ヒ
ラ

山
の
中
の
地
名 

黒
石
。
石
原
。
シ
ダ
カ
沢
。
大
平
山
。
大
ネ
リ
。
八
王
子
の
沢
。
 

八
王
子
の
沢
に
は
八
王
子
様
と
い
う
お
堂
が
あ
り
、
明
治
の
中
頃
ま
で
盛
ん
で
あ
っ 

た
。
ワ

キ

村(

他
村)

か
ら
も
お
参
り
に
き
た
。
桐
生
分
に
茶
臼
山
が
あ
る
。
三
十 

米
位
の
穴
が
あ
り
、
入
口
は
小
さ
い
が
中
は
立
っ
て
あ
る
け
る
。
昔
の
鉱
山
の
あ
と 

で
は
な
い
か
。
そ
こ
か
ら
金
が
出
る
と
い
っ
て
自
分
の
金
を
か
く
し
て
お
き
掘
っ
て 

み
せ
金
持
に
金
を
出
さ
せ
て
だ
ま
す
人
の
か
く
れ
家
で
あ
っ
た
。(

滝
ノ
入)

小
字 

寺
下
、
林
西
、
萩
林
、
木
戸
改
戸
、
八
幡
、
薬
師
前
、
宮
前
、
三
嶋
前
、
 

芝
崎
、
石
堂
、
堂
の
下
、
新
井
、
六
地
蔵
。
(

中
原
、
寺
下
、
杉
塚)

二
、
伝 

説

赤
堀
道
元 

赤
堀
道
元
の
家
は
大
き
い
造
り
の
酒
屋
で
、
前
橋
藩
主
の
病
気
を
直 

し
た
名
医
が
つ
い
て
来
た
。
村
で
医
者
を
し
た
が
、
薬
を
元
値
で
売
っ
た
。
俠
客
大 

前
田
英
五
郎
と
い
ざ
こ
ざ
が
あ
っ
て
、
娘
が
赤
城
山
の
湖
に
入
水
し
、
蛇
に
な
っ
た 

と
い
わ
れ
る
。

こ
の
家
の
跡
取
り
の
人
は
、
脇
の
下
に
コ
ケ(

う
ろ
こ)

が
生
え
て 

い
る
と
い
う
。
(

大
原)

惟
喬
親
王 

今
ゴ
ル
フ
場
で
な
ら
し
た
が
、
御
所
入
に
お
宮
が
あ
る
。
雷
電
様
の 

ま
わ
り
に
馬
場
が
あ
る
。(

西
野)

呑
竜
様 

太
田
の
呑
竜
様
だ
っ
て
い
っ
て
、
寺
井
の
人
が
、
木
像
を
刻
ん
で
て
、
 

呑
竜
呑
竜
っ
て
、
自
分
で
い
い
な
が
ら
彫
刻
し
て
た
ら
、
そ
の
呑
竜
様
の
木
像
が
、
 

こ
っ
く
り
し
た
ら
、
自
分
の
命
が
お
え
ち
ゃ
っ
た
。
そ
れ
で
あ
ら
た
か
な
ん
だ
っ
て
、
 

あ
そ
こ
へ
ま
つ
っ
た
。(

西
野)

笠
懸
野 

昔
、
源
義
経
が
通
っ
た
時
に
、
笠
を
か
け
て
休
ん
だ
松
が
あ
っ
た
の
で
、
 

そ
の
松
を
笠
懸
の
松
と
い
い
、
そ
の
辺
を
笠
懸
野
と
い
っ
た
。
十
四
町
ほ
ど
あ
り
、
 

戦
後
、
百
石
と
い
う
地
名
に
変
っ
た
。(

笠
懸
山
長
建
寺
と
い
う
山
号
も
あ
る
。)

百 

石
分
に
株
が
残
っ
て
い
た
。
地
主
が
四
角
に
松
並
木
を
植
え
た
。

そ
の
後
、
実
が
落 

ち
て
生
え
る
の
で
、
植
え
な
い
。
(

六
千
石)

笠
懸
の
松
義
経
が
笠
懸
に
狩
に
来
て
、
腰
か
け
た
。(

山
ノ
神)

金
の
な
る
木
大
屋
の
産
泰
様
の
近
く
に
、
金
の
な
る
梅
の
木
と
い
う
の
が
あ
っ 

た
。

こ
の
家
で
は
馬
鹿
な
娘
が
い
た
が
、
産
泰
様
と
石
山
の
観
音
様
が
娘
に
小
遣
銭 

を
や
る
と
い
っ
て
、
梅
の
木
に
娘
だ
け
に
見
え
る
金
が
な
っ
て
い
た
と
い
、っ
。(

大
原 

七
区)二

分
石
地
蔵
山
の
地
蔵
様
の
と
こ
ろ
に
二
十
三
夜
と
書
い
た
石
が
あ
る
。

こ
れ 

を
二
分
石
と
い
い
、
金
を
賭,
け
る
と
絶
対
に
か
つ
げ
な
い
と
い
っ
た
。

一
分
が
二
十 

五
銭
で
、

一
日
土
方
し
て
か
せ
い
で
二
十
銭
位
の
頃
で
あ
る
。(

滝
ノ
入)

蛇 

山
へ
キ
ノ
コ
取
り
に
行
っ
た
時
、
ソ
ヨ
ソ
ヨ
音
が
す
る
の
で
、
見
た
ら
天
坪



棒
の
ょ
う
な
大
蛇
だ
っ
た
。
後
を
つ
い
て
行
っ
た
ら
、
田
中
屋
の
松
山
に
入
っ
て
行 

っ
た
。

こ
の
辺
で
は
蛇
は
家
の
守
り
神
と
い
い
殺
さ
な
い
。
山
で
蛇
に
あ
っ
た
人
が
、
 

投
げ
た
ら
、
三
日
め
の
晚
に
寝
て
い
る
所
へ
蛇
が
来
て
、
肩
を
ペ
ロ
リ
ペ
ロ
り
と
な 

め
ら
れ
た
。

つ
め
た
い
の
で
気
づ
い
た
と
い
う(

大
原)

。

蛇
と
女 

女
は
山
で
や
た
ら
の
所
で
小
便
す
る
と
、蛇
に
ス
ソ
に
は
い
込
ま
れ
る
。
 

穴
の
中
に
は
小
便
す
る
な
と
い
う
。

ス

コ
(

巣)

と
ま
ち
が
え
ら
れ
た
ら
困
る
。
も 

し
は
い
こ
ま
れ
た
ら
、
油
紙
で
つ
か
ん
で
引
っ
ぱ
ら
な
い
と
抜
け
な
い
と
い
う
。(

大 

原)
禁
忌 

蛇
を
指
さ
す
と
指
が
く
さ
る
。
指
を
か
め
ば
ょ
い
。
ィ
ヌ
の
日
に
麦
を
ま 

く
と
、
食
べ
な
い
人
が
で
き
る
。(

六
千
石)

大
蛇 

棄
て
場
に
ヤ
マ
ヵ
ガ
シ
の
尻
っ
ぽ
切
れ
が
い
た
が
、
直
径
十
セ
ン
チ
ほ
ど 

に
も
見
え
た
。
大
き
い
蛇
は
主
な
の
で
殺
す
な
と
い
、っ
。
六
尺
五
寸
も
の
技
け
が
ら 

が
あ
っ
て
、
三
本
ず
つ
ひ
げ
が
生
え
て
い
た
。

蛇
が
鼠
を
見
つ
け
る
と
、
鼠
は
す
く
ん
で
動
け
な
く
な
り
、
蛇
の
方
へ
吸
い
つ
け 

ら
れ
て
し
ま
う
。
(

大
原)

へ
び
に
見
込
ま
れ
た
話 

奈
良
竹
さ
ん
が
病
気
に
な
っ
て
寝
込
ん
だ
と
き
、
蛇
が 

何
回
殺
し
て
も
入
っ
て
く
る
の
で
、
へ
び
に
見
込
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
と
い
っ
た
。(

大 

原
七
区)

三
、
昔 

話

ホ
ト
ト
ギ
ス 

兄
弟
が
い
て
、
兄
は
ま
ま
子
、
弟
は
実
子
な
の
で
、
兄
が
ま
ま
母 

は
弟
に
ば
か
り
米
を
く
れ
る
と
思
っ
て
、
弟
の
の
ど
を
切
っ
て
調
べ
た
ら
、
ア
ワ
が 

出
て
き
た
。
そ
れ
で
弟
に
あ
や
ま
っ
て
、
「百
声
鳴
く
か
ら
勘
弁
し
て
く
れ
」
と
い
っ 

て
、
続
け
て
百
と
四
声
鳴
く
と
い
う
。
鳴

き

声

は

「
オ
ト
ト
恋
ィ
シ
ヤ
、
ボ
ッ
ト
ノ 

ド
突
ッ
切
ッ
タ
」
と
鳴
く
。
(

六
千
石)

め

め

ず

と

へ

び

昔
、
め
め
ず
が
目
を
持
っ
て
い
て
、

へ
び
は
持
っ
て
い
な
か
っ 

た
。
目
と
歌
と
と
り
か
え
た
の
で
、
め
め
ず
は
、
ど
じ
べ
た
の
中
で
、
じ
一
じ
一
と

歌
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
歌
は
、
次
の
よ
、っ
な
歌
で
あ
る
。

パ
ラ
ン
ト
咲
い
て 

フ
ッ
サ
リ
な
る
の
は 

さ
さ
げ
の
実

フ
ッ
サ
リ
咲
い
て
パ
ラ
ン
ト
な
る
の
は
く
り
の
実

〇

く
り
の
実
は 

な
がI

く
咲
い
て 

ず
く
ず
く
ま
一
る
く
な
一
る
。

め
ず
ら
の
花
は 

ま
一
る
く
咲
い
て 

ず
く
ず
く
な
一
が
く
な
る
。(

三
島) 

烏 

野
ら
で
昼
食
を
取
っ
て
い
る
と
烏
が
「
ア
ワ
カ
ア
、
ア
ワ
カ
ア
」(

粟
の
意) 

と
鳴
い
た
の
で
「米
だ
」
と
答
え
る
と
「
ア
ー
オ
カ
ボ
カ
、
オ
カ
ボ
カ
」
と
鳴
く
の 

で

「
田
の
米
だ
」
と
返
し
た
ら
「
カ
ッ
タ
ン
カ
、
カ
ッ
タ
ン
カ
」
と
い
う
の
で
「作
っ 

た
ん
だ
」
と
ど
な
っ
て
や
っ
た
ら
「
ア
ー
ソ
ー
カ
、
ア
ー
ソ
ー
カ
」
と
い
い
な
か
ら 

逃
げ
て
行
っ
た
。(

中
原)

名
物 

こ
の
村
に
過
ぎ
た
る
も
の
が
二 

つ
あ
り
、
下
の
お
松
と
煙
草
屋
の
半
兵
衛
。
 

下
の
お
松
は
、
枯
れ
て
根
が
え
し
し
た
上
に
、
子
ど
も
が
十
五
六
人
坐
れ
る
ほ
ど
だ 

っ
た
。
枝
に
あ
ぐ
ろ
を
か
い
て
も
、
下
か
ら
見
え
な
か
っ
た
。(

西
野)

村
の
変
っ
た
人

清
水
金
十
郎 

剣
術
家
。
国
定
忠
治
を
し
ば
り
に
出
て
く
れ
と
頼
ま
れ
た
が
、断
っ 

た
こ
と
が
あ
る
。
武
州
の
鬼
ガ
メ
を
打
ち
こ
み
、
さ
ら
に
そ
の
先
生
も
打
ち
こ
ん
だ 

の
で
、
そ
の
意
趣
返
し
で
、
酒
の
中
に
毒
を
し
こ
ま
れ
て
死
ん
だ
と
い
う
。
そ
の
防 

具
な
ど
の
遺
品
が
た
く
さ
ん
あ
る
。

腰
塚
紋
治
郎 

博
奕
打
ち
、
喧
嘩
が
強
か
っ
た
。

チ
ョ
ン
マ
ゲ
由
五
郎 

大
正
年
代
ま
で
チ
ョ
ン
マ
ゲ
を
し
て
い
た
。(

大
久
保)

千
両 

蚕
が
当
っ
て
、
千
両
と
れ
た
。
気
が
変
に
な
っ
て
、
し
ま
い
に
は
千
両
千 

両
と
い
っ
て
い
た
。
大
尽
で
、
自
分
ち
の
門
に
請
願
巡
査
を
置
い
た
。
太
田
に
監
獄 

が
あ
っ
て
、
鎖
つ
な
ぎ
を
集
め
、
そ
の
力
で
開
墾
さ
せ
て
、
身
上
残
し
た
。
体
に
異 

常
が
な
け
れ
ば
多
額
納
税
者
に
な
る
と
こ
ろ
だ
。(

西
野)

盲
人 

両
眼
失
明
し
た
が
、
ど
じ
よ
う
取
り
を
し
た
。(

西
野)

鬼
も
た
ま
げ
る
よ
う
な
人 

頑
丈
な
体
格
の
良
い
人
。(

滝
ノ
入)

力

の

強

い

人

一
升
析
の
上
に
乗
っ
て
、
米
俵
を
二
番
目
の
繩
を
持
っ
て
か
つ
ぎ



あ
げ
た
。(

台)

酒
の
強
い
人 

ヤ
ッ
さ
ん
は
息
も
つ
か
ず
に
一
升
析
を
飲
み
乾
し
て
、
シ
ャ 

ア
く

し
て
家
に
帰
つ
た
。
勝
負
を
し
た
相
手
は
全
部
飲
め
ず
に
、
そ
の
上
家
に
帰 

る
前
に
お
つ
つ
ぶ
れ
て
し
ま
つ
た
。(

台)

田
中
正
造 

植
木
鉢
に
鉱
毒
の
土
を
入
れ
て
、
枯
れ
て
し
ま
つ
た
植
木
を
持
参
し 

て
、
政
府
を
弾
劾
し
た
と
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。(

湯
ノ
入)

火
事
坊
主 

寺
が
燃
え
た
。
小
僧
に
き
て
て
、
花
火
を
あ
げ
て
そ
れ
で
燃
や
し
た
。
 

火
事
坊
主
と
い
う
。(

滝
ノ
入)

大
イ
チ
ョ
ウ 

金
勝
寺
に
は
大
き
い
イ
チ
ョ
ウ
と
ヵ
シ
の
木
が
あ
つ
た
。
昭
和
十 

年
ご
ろ
、
イ
チ
ョ
ウ
を
伐
つ
た
が
、
伐
つ
た
人
は
車
の
バ
ッ
ク
す
る
所
で
ひ
か
れ
て 

死
ん
だ
。
ヵ
シ
の
木
は
台
風
で
倒
れ
た
。(

大
原)

馬
鈴
薯 

木
挽
き
が
諸
所
廻
つ
て
来
て
、
は
ん
田
の
と
こ
に
木
挽
き
小
屋
を
作
つ 

て
い
た
。
小
屋
の
近
く
に
、
馬
鈴
薯
の
種
を
う
え
た
。
お
ら
ち
の
ば
一
さ
ん
な
ど
、
 

五
つ
か
六
つ
だ
つ
た
。
お
か
し
な
木
ベ
え
ま
と
ま
つ
て
い
る
。

ひ
つ
こ
ぬ
く
ベ
え
と 

思
つ
た
ら
、
木
挽
き
の
じ
い
さ
ん
に
、
み
ん
な
か
そ
れ
す
る
な
、
今
に
た
ま
が
下
に 

な
る
ん
で
、
そ
う
し
た
ら
く
れ
る
か
ら
な
。
そ
れ
が
馬
鈴
薯
な
ん
だ
ね
。
明
治
二
十 

年
頃
だ
。(

西
野)

イ
コ
—
坊
主 

昔
は
和
尚
が
二
十
人
ぐ
ら
い
寄
つ
て
イ
コ
ー
を
し
た
が
、
話
の
上 

手
な
の
も
い
る
。
そ
の
イ
コ
ー
坊
主
の
話
。
六
部
が
古
寺
に
泊
つ
た
と
こ
ろ
、
か
ぎ
つ 

つ
る
し
の
と
こ
ろ
つ
た
つ
て
降
り
て
来
る
。

か
き
な
ら
す
灰
は
浜
べ 

の
お
し
よ
う
に 

似
た
り
と
い
つ
た
ら
、

い
ろ
り
が
浜
か
お
き
が
見
え
る
と
答
え
た
。
六
部
が
偉
い
住 

職
に
な
つ
た
。

善
光
寺
の
和
尚
が
、
弥
七
に
大
豆
蒔
け
つ
て
い
つ
た
ら
、
弥
七
が
和
尚
を
困
ら
せ 

よ
う
と
思
つ
て
、
大
豆
十
俵
ぐ
ら
い
蒔
い
と
い
て
、
大
豆
に
き
り
な
く
肥
料
く
れ
た 

ら
、
大
豆
が
き
り
な
く
ほ
き
た
。
大
豆
ひ
つ
こ
抜
く
に
ま
さ
き
り
が
い
る
か
、
か
も
ち 

に
な
る
よ
う
に
な
つ
た
。
善
光
寺
の
か
も
ち
に
な
つ
て
い
る
が
、
こ
の
大
豆
の
木
だ
。

和
尚
が
小
僧
に
一
本
出
し
た
ら
、

一
升
米
を
と
げ
と
い
い
つ
け
て
お
い
た
。
小
僧 

が
便
所
入
つ
て
は
め
い
た
外
し
て
お
い
た
。
和
尚
が
入
つ
て
、
落
ち
ゃ
大
変
だ
つ
て
、

両
手
を
あ
げ
た
ら
、
こ
り
ゃ
二
十
人
分
だ
っ
て
、
、
両
手
を
あ
げ
た
ら
、
こ
り
ゃ
二
十 

人
分
だ
っ
て
、
二
十
人
分
の
米
を
と
い
だ
。(

西
野) 

-

四
、
怪 

異

き
っ
ね
の
嫁
入
り 

曇
り
晩
で
、
雨
の
降
り
そ
う
な
晚
に
、
愛
宕
様
の
方
に
明
る 

く
見
え
る
。(

西
野)

き
つ
ね
っ
た
か

り
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
真
剣
に
し
ゃ
べ
る
。
オ
ト
カ
が
の
り
う 

つ
っ
た
と
も
い
う
。(

西
野)

狐
に
化
か
さ
れ
た
話

大

穴

伏(

オ
オ
ク
ブ)

の
行
者
が
、
大
久
保
を
通
り
ぬ
け
て
生
品
村
に
向
っ
た
。
 

途
中
林
の
中
に
入
っ
た
と
こ
ろ
、
狐
が
昼
寝
を
し
て
い
た
。

た
ま
が
し
て
や
ろ
う
と 

し
て
法
螺
貝
を
い
き
な
り
吹
い
た
。
狐
は
驚
い
て
に
げ
去
っ
た
。
行
者
は
面
白
い
こ 

と
を
し
た
と
て
生
品
村
の
寒
を
ま
わ
り
い
ろ
い
ろ
の
も
の
を
貰
い
、
帰
り
も
そ
こ
を 

通
っ
た
。
そ
こ
で
葬
式
の
行
列
に
会
っ
た
。
山
中
に
入
っ
て
か
く
れ
て
い
る
と
、
そ 

こ
へ
も
や
っ
て
来
て
、
後
へ
、
後
へ
と
追
っ
て
来
た
。
行
者
は
つ
い
に
大
き
な
木
に 

登
っ
た
。
す
る
と
葬
列
も
そ
の
木
の
周
囲
を
ぐ
る
ぐ
る
と
め
ぐ
り
、
果
て
は
木
に
穴 

を
掘
っ
て
、
そ
こ 

へ 
仏
さ
ま(

死
人)

を
入
れ
ょ
う
と
す
る
。
さ
す
が
の
行
者
も
す
っ 

か
り
驚
い
て
、
法
螺
貝
を
二
回
ふ
い
た
。
す
る
と
あ
た
り
に
は
急
に
何
も
な
く
な
っ 

て
、
自
分
が
ア
ク
ダ
ラ
の
木
に
登
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
ょ
う
や
く
下
り
て 

来
て
、
大
久
保
ま
で
辿
り
つ
き
、
そ
こ
で
と
げ
を
ぬ
い
た
。(

大
久
保)

き
っ
ね 

西
の
お
じ
ご
の
話
で
、
夜
着
物
を
ま
く
っ
て
、
せ
ん
ど
、
せ
ん
ど
と
呼 

ん
で
、
深
そ
う
で
渡
れ
な
い
か
ら
っ
て
い
っ
て
い
た
が
、
道
に
迷
っ
て
き
つ
ね
に
化 

か
さ
れ
た
。
親
戚
に
呼
ば
れ
て
遅
く
な
っ
て
帰
っ
て
来
る
と
、
綺
麗
な
娘
が
手
拭
を 

か
ぶ
っ
て
い
る
。
ど
ち
ら
へ
と
い
っ
て
も
、
返
事
が
な
い
。
オ
ト
カ
は
後
に
い
る
と 

い
う
の
で
、
後
を
見
た
ら
、
後
に
い
た
。(

二
島)

化
か
さ
れ
た
話

星
野
某
が
大
久
保
へ
い
く
と
き
、
小
松
山
の
捨
場
ま
で
く
る
と
、
大
き
な
白
髪
の



老
人
が
出
て
き
た
の
で
、
「今
晩
は
」
と
い
ぅ
と
、
に
っ
こ
り
笑
っ
た
か
ら
急
い
で
自 

転
車
で
通
り
過
ぎ
る
と
、
帰
り
に
同
じ
と
こ
ろ
で
自
転
車
の 

ハ 

ン
ド
ル
を
握
ら
れ
た 

の
で
、
強
く
押
し
た
ら
消
え
て
し
ま
っ
た
。

三
年
ほ
ど
前
に
、
あ
さ
の
さ
ん
が
雨
降
り
に
そ
の
道
を
通
っ
た
と
き
も
大
男
が
蛇 

の
目
傘
を
さ
し
て
い
る
の
に
出
合
っ
た
。

綿
打
村
へ
行
く
と
き
、
八
郎
兵
衛
稲
荷
で
よ
く
化
か
さ
か
れ
た
。
昔
は
山
が
深
く 

っ
て
、
化
か
さ
れ
て
朝
帰
り
に
な
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
特
に
油
揚
や
魚
を
も
っ
て
い 

る
と
た
い
て
い
化
か
さ
れ
た
。

大
正
年
勵
に
狐
が
土
手
に
巣
を
つ
く
っ
て
い
る
の
を
掘
り
出
し
て
つ
か
ま
え
た
こ 

と
が
あ
る
。

狐
除
け
に
は
、
小
泉
の
稲
荷
様
か
ら
オ
ビ
ヤ
ッ
コ
を
借
り
て
き
て
ま
つ
る
と
よ 

か
っ
た
。(

大
原
七
区)

オ

ト

カ

の

嫁

ど

り

阿
佐
見
の
方
か
ら
山
際
に
光
が
行
っ
た
り
来
た
り
し
た
。
百 

姓
稲
荷
の
お
と
も
が
い
て
、
白
狐
だ
っ
た
と
い
、っ
。

手
で
望
遠
鏡
み
た
い
に
し
て
見
る
と
動
か
な
い
。
離
す
と
動
く
。

す
ぐ
近
く
に
見
え
る
が
、
近
く
に
行
け
ば
行
く
ほ
ど
遠
く
に
見
え
る
。(

台)

オ
ト
カ
の
嫁
ど
り
は
大
し
た
も
ん
だ
。
踏
切
か
ら
よ
そ
や
ん
ち
の
方
に
、
提
灯
つ 

け
て
綺
麗
で
、
子
ど
も
に
も
見
せ
た
。
始
め
で
っ
か
い
提
灯
が
一
つ
つ
く
。
そ
の
あ 

と
ツ
ツ
ツ
ツ
っ
て
、
勘
定
す
る
と
、
二
十
一
、
二
、っ
し
ろ
に
つ
く
。
そ
れ
か
ら
ト
ン
ト 

ン
ト
ン
と
、
上
か
ら
お
っ
ち
ょ
こ
山
の
根
も
と
に
行
く
と
、
ふ
っ
と
一
つ
消
え
る
。
 

そ
れ
か
ら
パ
ッ
パ
ー
と
消
え
ち
や
、っ
。
あ
れ
消
え
ち
や
っ
た
っ
て
い
ぅ
と
、
ま
た
パ
ッ 

と
つ
く
。
オ
ト
カ
の
嫁
ど
り
は
、
さ
ん
ざ
ん
見
た
。
小
雨
の
降
る
晚
が
余
計
だ
。(

西 

野)
オ
ト
カ
の
嫁
ど
り
は
山
の
方
に
夜
提
灯
が
沢
山
見
え
る
。
御
祝
儀
で
来
る
か
と
見 

て
い
る
と
、
来
な
か
っ
た
。

オ
ト
カ
の
嫁
入
り
は
、
遠
く
の
方
で
、
あ
か
り
が
見
え
る
が
、
近
寄
っ
て
も
距
離 

が
同
じ
だ
。(

三
島)

お
と
か
つ
き 

三
峯
さ
ま
に
、
着
物
を
持
っ
て
お
と
し
て
く
る
。

お
姿
を
借
り
て

く
る
。
か
や
三
本
で
も
姿
を
か
く
す
と
い
う
。(

三
島)

オ
ト
カ 

初
ち
ゃ
ん
ち
の
裏
に
ヒ
ョ
カ
リ
娘
が
立
っ
て
、
お
じ
さ
ん
駅
は
ど
っ
ち 

だ
ん
ベ
っ
て
い
う
か
ら
、
駅
は
そ
こ
へ
い
っ
て
こ
う
い
っ
て
と
教
え
て
い
る
う
ち
に 

い
な
く
な
っ
た
。
駅
ま
で
い
っ
た
が
い
な
い
。

オ
ト
カ
に
化
か
さ
れ
な
い
ょ
う
に
ま
つ
毛
に
、

つ
ば
を
つ
け
る
。
煙
草
を
吸
う
。
 

山
の
中
で
、
尻
を
据
え
て
煙
草
を
吸
う
。(

三
島)

む
じ
な 

人
家
の
ね
え
と
こ
ろ
に
は
、
き
り
な
く
い
た
。
油
揚
を
食
べ
た
が
る
。
 

長
岡
の
祇
園
に
行
き
な
が
ら
化
さ
れ
る
。
長
岡
の
秋
祭
り
に
餅
を
持
っ
て
行
っ
た
ら
、
 

向
う
で
気
を
き
か
し
て
、
重
箱
に
餅
を
入
れ
て
ょ
こ
し
た
。
そ
し
た
ら
、
そ
の
油
揚 

ほ
し
さ
に
、
い
い
娘
に
化
け
た
。
片
方
は
若
い
衆
だ
か
ら
、
今
晩
は
っ
て
い
っ
た
ら
、
 

ロ
は
き
か
ね
え
で
、
に
こ
に
こ
—

っ
て
し
た
。
橋
の
と
こ
ろ
ま
で
来
た
ら
、

つ
る
つ 

る
っ
て
入
っ
た
。
重
箱
手
に
は
ね
え
で
、
油
揚
と
ら
れ
て
、
か
た
こ
ん
帰
っ
て
来
た
。
 

お
祇
園
の
帰
り
に
、
石
橋
の
方
か
ら
、
笛
•

太
鼓
で
賑
や
か
に
し
て
来
た
が
、
ぱ
っ 

と
消
え
た
。

長
岡
の
水
車
へ
行
っ
た
。
大
人
に
つ
い
て
行
く
。
粉
が
挽
き
あ
が
っ
た
の
が
、
夜 

中
の
二
時
頃
だ
。
夜
中
に
火
を
吐
い
て
汽
車
が
来
る
。
ま
だ
お
そ
か
ね
え
ん
だ
な
、
 

け
れ
ど
い
く
ら
が
た
が
た
し
て
も
近
づ
い
て
来
な
い
。
そ
の
う
ち
大
人
だ
け
あ
っ
て 

感
づ
い
て
、
あ
れ
は
う
ま
く
ね
え
や
、
う
ま
く
ね
え
や
っ
て
走
っ
て
行
っ
た
。
オ
ト 

力
の
方
が
芸
が
上
手
だ
。(

西
野)

そ
ば
畑
で
、
さ
く
を
切
っ
て
い
た
ら
、
む
じ
な
の
子
が
、
出
た
り
入
っ
た
り
し
て
い 

る
の
で
、
二
尺
ぐ
ら
い
と
び
上
っ
て
、
穴
に
か
け
こ
ん
だ
。
そ
れ
か
ら
あ
っ
さ
ん
車 

に
粉
取
り
に
行
っ
て
来
て
、
夜
八
時
に
な
っ
て
も
帰
っ
て
来
な
い
。
探
し
に
行
っ
て 

み
る
と
そ
ば
畑
を
、
お
お
深
け
え
、
深
け
え
、
こ
ん
な
に
水
が
出
る
わ
け
ね
え
っ
て
、
 

む
じ
な
の
親
に
だ
ま
さ
れ
て
、
四
畝
ぐ
ら
い
踏
ん
づ
ぶ
し
ち
ゃ
っ
た
。(

西
野)

む
じ
な
は
下
を
向
い
て
、
こ
ご
ん
で
フ
ー
フ
—
と
鳴
く
。
手
前
が
後
に
い
て
前
に 

火
の
玉
を
出
す
わ
け
だ
か
ら
、
後
を
叩
け
ば
逃
げ
る
。
雨
戸
を
む
じ
な
に
持
っ
て
か 

れ
て
、
お
っ
か
な
く
て
、
雨
戸
を
ハ
チ
マ
ン
カ
ラ
ゲ
に
し
て
寝
た
こ
と
が
あ
る
。(

三 

島)



ミ
コ
シ
入
道 

背
が
大
き
く
人
の
前
に
出
て
人
の
顔
を
な
め
る
妖
怪
。(

台) 

人
魂 

今
は
人
魂
が
と
ば
な
く
な
っ
た
。
女
は
十
九
の
厄
年
ま
で
に
見
な
け
り
ゃ 

見
な
い
。
年
寄
り
の
人
魂
は
ふ
ら
ふ
ら
と
ぶ
。
二
間
ぐ
ら
い
青
の
ろ
引
く
戦
争
後
あ 

ま
り
見
な
い
。(

西
野)

去
年
、
四
つ
角
で
人
魂
を
見
た
。
始
め
に
三
つ
あ
っ
た
。
そ
の
火
の
玉
を
、
な
ん 

だ
と
思
っ
た
ら
、
そ
の
火
の
玉
が
散
れ
た
と
思
う
う
ち
、
数
が
ふ
え
て
、
た
ま
に
な
っ 

て
ハ
た
。
手
拭
で
ぶ
っ
と
ば
し
て
、
拾
っ
て
み
た
ら
何
も
ね
え
。

四
十
年
以
上
の
前
に
な
る
が
、
直
ち
ゃ
ん
の
お
じ
い
さ
ん
が
若
く
て
死
ん
だ
時
人 

魂
を
見
た
。
ィ
コ
ー
か
ら
の
帰
り
、
十
一
時
じ
ぶ
ん
、
お
鎮
守
様
か
ら
お
寺
の
方
へ
、
 

布
を
引
い
て
通
っ
て
、
お
寺
の
樫
の
木
の
所
で
ぶ
つ
か
っ
て
、
当
っ
た
よ
う
に
な
っ 

て
消
え
た
。

つ
ぐ
朝
死
ん
だ
と
い
う
話
を
聞
い
た
。

人
魂
を
十
五
六
の
時
、
見
た
の
は
赤
い
丸
く
な
っ
た
玉
で
、
足
が
二
本
、
黄
色
い 

の
が
下
っ
て
い
た
。(

三
島)

火
の
玉 

の
ろ
を
引
か
ず
、
ま
っ
す
ぐ
あ
が
る
。

自
分
の
姿
が
前
に
、っ
つ
る
。(

山 

之
神)か

ね
玉 

が
ら
が
ら
っ
て
音
を
た
て
る
。(

山
ノ
神)

金
だ
ま 

か
な
だ
ま
は
唸
っ
て
と
ぶ
。
青
い
の
ろ
を
引
く
。
西
の
じ
ょ
う
や
ん
の 

庭
に
軽
業
が
か
か
っ
た
。
軽
業
だ
か
ら
上
べ
え
見
て
た
ら
、
人
魂
の
い
っ
た
あ
と
の 

の
ろ
を
見
た
こ
と
が
あ
る
。
二
十
年
前
に
見
な
け
り
ゃ
見
ね
え
。(

三
島)

生
れ
か
わ
り 

桐
生
の
す
べ
っ
て
の
が
、
桐
生
の
新
宿
の
呑
竜
様
に
年
中
来
て
い 

て
、
お
ら
あ
今
に
大
尽
に
な
る
ん
だ
い
、
大
尽
に
な
る
ん
だ
い
と
い
っ
て
い
た
。
死 

ん
で
か
ら
組
合
の
者
だ
か
何
だ
か
な
、
足
の
裏
に
書
い
て
や
っ
た
ら
、
桐
生
の
書
上 

に
生
れ
た
。
そ
こ
ん
ち
で
は
、
養
子
っ
子
に
く
れ
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
っ
て
よ
。
ず
べ
っ 

て
書
い
て
あ
っ
た
ん
だ
っ
て
。
ず
べ
が
、
呑
竜
様
で
、

一
年 

中
ノ
ラ
ボ
ー
し
て
い 

て
、
ど
う
し
よ
う
も
な
か
っ
た
。(

西
野)

ジ3
1

ィ
ン
ジ
に
い
た
人
が
、
何
を
食
べ
て
も
当
ら
な
い
で
長
生
き
し
た
。
死
ぬ 

時
手
の
ひ
ら
に
名
を
書
い
て
や
っ
た
ら
、
桐
生
に
生
れ
た
。
墓
場
の
砂
で
お
と
さ
な 

け
り
ゃ
お
ち
ね
え
で
、
大
評
判
だ
っ
た
。(

三
島)

五
、
諺
.

酒

落

諺 

「
じ

ま

ん•

こ
う
ま
ん•

ば
か
が
す
る
。
」
ほ
ら
を
ふ
い
た
り
、
え
ら
が
っ
た 

り
す
る
こ
と
は
、
馬
鹿
者
の
す
る
こ
と
の
意
。

「
ロ
あ
い
て
、
ご
ぞ
う
見
せ
る
、
あ

け

び(

山
野
に
自
生
す
る
、
あ
け
び
科)

か 

な
」
と
い
い
、
男
は
無
用
の
言
葉
を
は
く
の
で
は
な
い
こ
と
の
意
。

「
ロ
あ
い
て
、
ご
ぞ
う
見
せ
る
、
奴
さ
ん
ピ
ン
」
無
用
の
ロ
を
き
く
の
は
身
分
の 

低
い
さ
む
ら
い
で
あ
る
こ
と
の
意
。

「芝
居
は
無
学
の
教
育
」
芝
居
は
無
学
の
人
に
対
す
る
教
育
で
あ
る
。(

中
原)

や
ぶ
り
ま
ん
が
は
通
ら
な
い
。
道
理
に
合
わ
な
い
こ
と
は
通
ら
な
い
。

固
い
も
の
か
ら
火
が
出
る
。
非
常
に
固
い
人
に
、
案
外
間
違
い
が
起
き
る
。
固
か 

ん
ベ
え
と
思
っ
た
が
、
使
い
込
み
し
た
と
か
。

隣
り
の
も
の
は
小
糖
香
煎 

隣
り
で
貰
っ
た
も
の
は
、
品
が
少
い
か
ら
う
ま
い
。
 

手
を
下
さ
ず
に
食
べ
る
か
ら
う
ま
い
。

黃
織
り
は
こ
も
に
寝
る
。
蓆
屋
に
、
自
分
の
使
う
席
が
な
い
。
生
活
に
追
わ
れ
て
、
 

自
分
の
う
ち
の
は
作
れ
な
い
。
紺
屋
の
白
袴
。

行
っ
て
来
る
ほ
ど
違
、っ
。

た
ま
る
と
汚
く
な
る
。
煙
管
と-
-

。(

山
ノ
神)

「米

糖

三

升(

五
•

四
リ
ッ
ト
ル)

持
っ
た
ら
婿
に
行
く
な
」
と
い
わ
れ
て
い
た 

が
、
婿
と
し
て
村
で
特
別
の
扱
い
は
な
か
っ
た
。
た
だ
消
防
団
の
か
ご
背
負
い
が
婿 

に
来
た
者
の
仕
事
で
あ
っ
た
。(

中
原)

た
と
え 

天
神
様
の
脇
差
し
の
よ
う
だ
。
反
っ
て
い
る
、
曲
っ
て
い
る
こ
と
。
 

金
時
が
ぶ
っ
ち
め
に
か
か
っ
た
み
て
え
。
ま
っ
か
に
な
る
こ
と
。

カ
ク
マ
ン
トI
 
ロ
ー(

か
ま
き
り)

か
断
食
し
た
み
て
え
た
。
瘠
せ
て
い
る
こ
と
。
 

も
ぐ
ら
が
石
に
つ
か
え
た
よ
う
だ
。
も
た
も
た
し
て
い
る
こ
と
。

嫁
に
い
っ
た
晚
で
、

い
い
な
り
に
な
る
。
売
っ
た
り
買
っ
た
り
す
る
場
合
、

い
い 

な
り
に
な
る
。



こ
ぜ
の
小
便
の
よ
う
た
。
、っ
す
い
こ
と
。

大
尽
の
お
茶
じ
ゃ
い
や
だ
ぜ
。
ぬ
る
い
こ
と
。

法
華
の
太
鼓
、
段
々
よ
く
な
る
。

つ
ば
く
ろ
の
三
番
子
。

口
数
が
多
い
。

一
風
勝
負
。
瀕
死
の
重
病
人
。

だ
だ
っ
子
の
子
守
。
骨
が
折
れ
て
、
効
果
が
な
い
。

提
灯
屋
の
小
僧
、
骨
折
っ
て
叱
ら
れ
る
。

堀
田
様
よ
り
新
田
様
。
遠
く
の
堀
田
様
を
た
よ
る
よ
り
、
う
す
な
さ
け
の
新
田
様 

を
た
よ
る
方
が
い
い
。
遠
く
の
親
戚
よ
り
近
く
の
他
人
。

夏
の
昼
う
ど
ん
。
、ち
ょ
う
ど
時
期
に
合
っ
た
御
馳
走
。

ゆ
る
ふ
ん
。
そ
う
い
う
ゆ
る
ふ
ん
の
返
事
じ
ゃ
だ
め
だ
。

か
一
ら
ち
ご
の
ほ
け
た
み
な
い
な
こ
と
い
う
な
い
。
使
い
も
の
に
な
ら
に
い
。
 

つ
き
と
ば
せ
ば
、
ひ
っ
く
り
け
え
り
そ
う
な
家
。(

山
ノ
神)

し
ゃ
れ 

社
日
の
金
物
で
、
切
れ
っ
こ
な
し(

西
野)

六
、
謎

池
に
反
り
橋
、
団
子
チ
ン
コ
何(

鉄
瓶)

逆
さ
井
戸
か
ら
大
蛇
が
出
て
、
側
で
小
鮒
が
と
め
る
も
の
何(

い
ろ
り)

木
道
、
金
道
、
か
ら
く
り
道
、
急
い
で
通
る
奉
公
人
何(

鉄
砲)
(

台) 

西
野
村
と
か
け
て
何
と
解
く
裸
馬
と
解
く
そ
の
心
は 

倉
(

鞍)

が
な
い 

籾
の
ま
ま
し
ま
っ
て
お
く
共
同
の
倉
は
あ
っ
た
が
、
一
軒
一
軒
貯
蔵
し
な
か
っ
た
。
 

(

西
野)

破
れ
障
子
と
か
け
て
何
と
解
く
、
ま
ま
子
と
と
く
、
そ
の
心
は
、
見
る
度
貼
り(

張 

り)

た
く
な
る
。(

山7

神)

八
畳
の
間
と
か
け
て
、
何
と
と
く
、
動
物
二
匹
と
と
く
、
そ
の
心
は
、
四

角

間(

鹿 

熊)

。(

西
野)

七
、
方

言
.

そ
の
他

ア
オ
チ 

塚
み
て
え
の
が
あ
っ
て
、
誰
の
所
有
で
も
な
い
政
府
の
土
地
。
塚
ん
ど 

う
み
て
え
な
、
誰
も
取
り
手
が
ね
え
み
て
え
な
土
地
。

ア

カ

セ

ン

道

路

。

ク
サ
ッ
ケ
ズ
リ 

お
ら
鏡
見
ね
え
こ
と
に
し
て
る
。
ひ
げ
す
る
時
は
ど
う
し
ま
す
。
 

鏡
見
ね
え
で
、
ク
サ
ッ
ケ
ズ
リ
だ
。

カ
ラ
ミ
ズ 

「
氷
の
入
っ
た
の
を
、
早
く
飲
ま
な
い
と
、
カ
ラ
ミ
ズ
に
な
っ
ち
ゃ 

う
」
。(

三
島)

木
の
実 

ウ
マ
ノ
マ
ラ 

う
し
こ
ろ
し
の
実
の
よ
う
に
赤
く
、
霜
が
降
る
と
、
甘 

じ
よ
っ
ぱ
く
な
る
。
山
竟
に
な
る
。

デ
ベ
ソ 

花
の
地
が
黒
く
、
ぽ
つ
ん
と
出
る
。

こ
れ
も
霜
が
降
る
と
、
甘
じ
よ
っ 

ぱ
く
な
る
。(

山
ノ
神)

ス
モ
—
ト

リ

バ

ナ

す

み

れ
(

三
島)

ナ
カ
ヨ
シ
グ
サ 

ひ
っ
ぱ
る
と
皮
が
と
れ
て
ず
い
が
残
る
。
長
い
と
い
い
。

カ
ー
ラ
チ
ゴ 

お
き
な
ぐ
さ
。
若
い
筆
の
先
の
よ
う
な
時
、
カ
ー
ラ
チ
ゴ
か
ら
い 

も
ん
、
な
め
て
み
た
ら
甘
い
も
ん
と
唱
え
る
。(

山
ノ
神)

チ
ン
バ
ラ
カ
ィ
タ 

む
か
っ
ぱ
ら
立
て
た
。
頭
に
来
た
。
チ
ン
バ
ラ
カ
ィ
チ
ャ
ッ 

タ
カ
ラ
キ
チ
ャ
ッ
タ
。(

西
野)

カ
マ
キ
リ 

オ
ガ
ミ
ム
シ
と
い
、っ
。
腹
の
中
に
は
ハ
リ
ガ
ネ
虫
が
い
る
。

オ
ガ
ミ 

ム
シ
の
頭
を
取
っ
て
針
を
さ
し
、
壁
に
さ
し
た
。
こ
れ
を
ハ
リ•

ト
ゲ
な
ど
の
さ
さ
っ 

た
と
き
取
っ
て
ソ
ク
ヒ
で
ね
っ
て
つ
け
る
と
、
ト
ゲ
は
抜
け
る
と
い
、っ
。(

大
原) 

カ
マ
キ
リ 

カ
ク
マ
ン
、
カ
マ
ギ
ッ
チ
ョ
、
ト
ウ
ロ
ウ
と
も
い
、っ
。(

台)

ト
ウ
ロ
ウ
ム
シ 

カ

マ

キ

リ(

カ
マ
ギ
ッ
チ
ョ
、
カ
ク
マ
ン
、
オ
ガ
ミ
ム
シ)

に 

似
て
い
る
が
、
足
が
長
く
て
細
い
。
喰
え
ね
え
で
ひ
ぼ
し
に
な
っ
た
よ
う
だ
。(

滝
ノ 

入)
カ
マ
キ
リ=
オ
ガ
ミ
ム
シ



カ
マ
ギ
ッ
チ
ョ
と
ト
カ
ゲ

ト
カ
ゲ
は
色
が
青
紫
で
毒
を
も
っ
て
い
る
が
、
カ
マ
ギ
ッ
チ
ョ
は
土
色
を
し
て
い 

る
。(

大
原
七
区)

ア

リ

ア

リ

ン

ド

カ

マ

キ

リ

オ

カ

ン

バ

バ

ア

オ

ガ

ミ

ム

シ

ハ

イ

ト

リ

バ

バ

ア 

ト
カ
ゲ 

カ
マ
ギ
ッ
チ
ョ(

黒
い
方
を
い
い
、
線
の
光
る
方
は
ト
カ
ゲ
と
い
う) 

ア
ヤ
ス
チ
ョ
ウ
ス 

(

六
千
石)

コ
ワ
カ
イ
シ̂

^

若
い
者
の
こ
と

ド
ン
グ 
ル
ミ-
-

混
ぜ
合
わ
せ
る
こ
と

ニ
ボ
ウ
ト
ウ̂
^
^

、っ
ど
ん
の
巾
の
広
い
も
の
。

ト
ウ
ザ
ギ̂

^

普
通
時
に
着
る
着
物
。

バ

ク

メ

シ

——

大
麦
を
煮
て
米
代
り
と
す
る
飯
。

ジ

ッ

コ

——

そ
の
土
地
で
生
れ
育
っ
た
人
。

ウ
7

ッ
ツ
ラ̂

^

面
の
こ
と
。(

中
原)

鳴
き
声 

蚊
は
ブ
ー
ン
、
馬
は
ヒ
ー
ン
(

六
千
石)

あ
く
た
れ
ぐ
ち 

「大
久
保
の
す
す
け
ラ
ン
プ
」
「大
沢
学
校
ぼ
ろ
学
校
、
机
が
な 

く
て
、
み
か
ん
箱
」
「
大
原
あ
わ
め
し
、
十
六
ペ
い(

は
い)

へ
い
た
れ
ろ
」
「
米
喰
っ 

て
い
た
ら
出
か
せ
ぎ
に
来
る
な
」(

中
原)

大
久
保
の
す
す
け
ラ
ン
プ 

大
久
保
は
昭
和
三
年
に
電
灯
が
つ
く
ま
で
、
ラ
ン
プ 

を
使
っ
て
い
た
。
大
原
は
す
で
に
大
正
八
年
に
電
灯
が
つ
い
て
い
た
の
で
、
あ
ざ
け
っ 

て
い
う
言
葉(

大
原)
。

光
り
輝
く
長
円
寺
、
馬
糞
ぽ
こ
り
の
胎
養
寺
、
小
便
だ
め
の
十
念
寺
。(

西
野) 

弥
三
天
皇
、
シ
ョ
ウ
天
狗
、
オ
シ
ン
デ
ン
ベ 

エ
、
鬼

子

母

神(

キ
ッ
ッ
ァ
ン)

、
団 

子
の
く
い
か
け
だ
。
ガ
ン
コ
者
一
家
の
悪
口 
(

滝
ノ
入)

太
っ
て
い
る
も
の 

横
に
歩
く
ん
だ
か
、
縦
に
歩
く
ん
だ
か
。
ヨ
ッ
チ
ッ
コ
ラ
ヨ
ッ 

チ
ッ
コ
ラ
、
み
ん
な
ヨ
ッ
チ
コ
ヨ
ッ
チ
コ
す
る
う
ち
帰
っ
て
来
る
。(

西
野)

嫁
に
行
く
な
ら
薮
塚
へ
。

薮
塚
の
女
は
嫁
に
も
ら
う
な
。



芸 

能

は

じ

め

に

薮
塚
本
町
の
芸
能
で
、
と
り
わ
け
す
ば
ら
し
い
も
の
は
み
あ
た
ら
な
か
っ
た
。
し
か 

し
、
地
芝
居
な
ど
は
古
く
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
よ
ぅ
で
あ
る
か
、
す
で
に̂

減,
し 

再
現
も
不
可
能
で
、
た
だ
古
い
舞
台
等
の
一
部
が
村
に
残
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ 

に
よ
り
当
時
の
様
子
を
判
断
す
る
以
外
に
、
古
老
も
そ
れ
に
つ 

い
て
知
る
者
も
ほ
と 

ん
ど
な
く
残
念
で
あ
っ
た
。
し
か
し
収
獲
だ
っ
た
の
は
神
楽(

ひ
よ
っ
と
こ
踊
り) 

に
カ
ン
カ
ン
踊
り
が
結
び
つ
い
て
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
神
楽
の
中
で
道 

化
舞
と
し
て
、
カ
ン
カ
ン
踊
り
を
取
り
入
れ
て
行
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ 

に
し
て
も
カ
ン
カ
ン
踊
り
が
薮
塚
に
残
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
誠
に
貴
重
と
考
え
ら
れ 

る
。
県
下
で
は
多
野
郡
上
野
村
乙
父
に
カ
ン
カ
ン
踊
り
が
あ
る
だ
け
で
、
他
に
は
み 

ら
れ
な
い
。

薮
塚
の
カ
ン
カ
ン
踊
り
は
ひ
よ
っ
と
こ
踊
り
に
結
び
つ
け
、
四
つ
に
分 

け
て
行
っ
て
い
る
の
が
め
ず
ら
し
い
。
民
謡
や
わ
ら
べ
唄
で
も.
特
筆
す
べ
き
も
の
は 

み
あ
た
ら
な
か
っ
た
が
、

草
角
力
の
中
で
歌
わ
れ
た
甚
句
が
発
見
で
き
た
の
は
す
ば 

ら
し
か
っ
た
。
特
に
草
角
力
の
力
士
か
ら
採
集
で
き
た
こ
と
は
貴
重
で
、
ま
た
ぎ
き 

的
な
民
謡
等
が
現
実
に
民
謡
と
さ
れ
て
い
る
時
代
だ
け
に
、
そ
の
こ
と
に
た
ず
さ
わ 

っ
た
本
人
か
ら
、
舞
を
と
も
な
っ
て
の
歌
は
「本
も
の
」
の
民
謡
に
触
れ
た
感
が
あ
っ 

た
。

わ
ら
べ
唄
に
つ
い
て
は
、
小
学
校
と
中
学
生
か
ら
採
集
し
た
が
、
全
国
共
通
の 

「あ
ん
た
が
た
ど
こ
さ
」
な
ど
の
も
の
が
多
く
、
こ
こ
に
も
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
や
、
ラ 

ジ
オ
に
よ
る
影
響
が
感
じ
ら
れ
、
さ
し
づ
め
地
城
性
に
富
ん
だ
も
の
は
あ
げ
ら
れ
な 

か
っ
た
。

今
回
は
都
合
上
一
日
間
だ
け
調
査
を
行
な
っ
た
に
す
ぎ
ず
、
過
去
に
行
な
っ
た
私

個
人
の
調
査
資
料
も
加
え
て
ま
と
め
た
次
第
で
あ
る
。(

酒
井
正
保)

一
、
神

楽(

ひ
よ
っ
と
こ
踊
り)

寺
下
で
は
三
島
神
社
の
祭
典
を
、
古
く
は
春
四
月
三
十
日
と
、
秋
十
月
三
日
に
行 

な
っ
た
。
戦
後
ま
も
な
く
春
は
四
月
三
日
と
十
月
十
日
に
行
な
う
よ
う
に
し
た
。

こ 

れ
は
神
主
の
都
合
に
よ
る
と
い
う
。

昔
は
春
秋
の
祭
典
に
ひ
よ
っ
と
こ
踊
り
を
奉 

納
し
た
。
時
に
よ
っ
て
は
春
だ
け
行
な
っ
た
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。
寺
下
で
は
神
楽 

の
こ
と
を
「
ひ
よ
っ
と
こ
」
と
い
っ
て
い
る
。
三
島
神
社
に
は
神
楽
殿
も
な
く
近
く 

に

あ

る

「新
海
霊
神
」(

お
ん
た
け
様)

め
境
内
に
特
設
の
神
楽
殿
を
作
る
。

三
丈
程
の
杉
柱
を
四
本
土
に
埋
め
、
地
上
四
尺
程
の
高
さ
の
と
こ
ろ
に
床
板
を
張 

り
、
そ
の
上
で
舞
う
よ
う
に
し
た
。
屋
根
は
青
竹
を
ゆ
わ
い
つ
け
そ
の
上
に
ヨ
シ
ズ

を
し
て
屋
根
と
し
た
。

⑴

こ
の
神
楽
の
伝
承
先

こ
の
神
楽
が
寺
下
に
伝
承
さ 

れ
た
の
は
、
八
十
四
年
前
で
あ 

る
。
寺
下
の
植
木
屋
の
善
太
郎 

さ
ん
が
十
三
才
の
と
き
、
寺
下 

の
お
と
な
た
ち
と
一
緒
に
、
強 

戸
村
の
菅
塩
神
社
の
神
主
で
、
 

ひ
ょ
つ
と
こ
踊
り
の
上
手
な
神 

主

が

お

り(

通
称
ひ
ょ
つ
と
こ 

神
楽
と
呼
ば
れ
た)

こ
の
神
官

(特設神楽殿の構造)



か
ら
習
つ
た
と
い
、つ
。

⑵

演
奏
楽
器

大
胴 

一
つ

締
太
鼓 

二
つ

笛 

一
つ

⑶

座
数

こ
の
神
楽
の
座
数
は
十
二
座
か
ら
な
つ
て
い
る
。

四
方
が
た
め
舞

天
狗
舞

す
み
よ
し
の
舞

扇
の
舞

刀
小
屋
根
舞

稲
荷
様
の
舞

す
さ
の
う
の
み
こ
と
舞

か
ね
や
ま
ひ
こ
の
舞

岩
戸
開
舞

し
る
こ
舞

問

答
か
ご
つ
ち
の
舞

以
上
十
二
座
か
ら
な
つ
て
い
る
が
、
こ
の
舞
の
他
に
「
ね
ん
ね
こ
踊
り
」
と

「
力 

ン
カ
ン
踊
り
」
が
つ
く
。
こ
れ
ら
二
つ
の
舞
は
、
十
二
座
中
真
中
程
で
観
衆
が
特
に 

集
つ
た
と
こ
ろ
で
、
道
化
踊
り
と
し
て
行
な
わ
れ
る
。
ね
ん
ね
こ
踊
り
は
、
男
性
が 

女
に
ふ
ん
し
て
一
人
で
、
楽
器
の
攤
子
に
合
わ
せ
て
行
な
う
。
こ
の
ね
ん
ね
こ
踊
り 

が
終
る
と
こ
ろ
で
、
カ
ン
カ
ン
踊
り
の
者
が
二
人
、
ひ
よ
つ
と
こ
面
を
付
け
て
踊
る
、
 

衣
裳
も
ひ
よ
つ
と
こ
の
も
の
を
着
て
行
な
う
。
踊
る
者
も
歌
い
な
が
ら
踊
る
が
、_
 

子
手
が
踊
る
ま
わ
り
で
カ
ン
カ
ン
踊
り
の
唄
を
歌
、つ
。

こ
の
カ
ン
カ
ン
踊
り
は
四
つ
に
分
れ
て
い
る
。①

カ
ン
カ
ン
踊
り
、②

山
寺
、③
 

い
ぐ
ベ
え
帰
る
ベ
、④

お
医
者
さ
ん
。

①

カ
ン
カ
ン
踊
り
唄

カ
ン
カ
ン
ノ
ー

キ
ュ
ー
ノ
デ
ス 

コ
り
ヤ

キ
ュ
ワ
キ
ユ
デ
ス

サ
ン
ジ
ョ
ナ
ラ
イ
ー
サ
ー
ハ
ー
ミ
カ
ン
サ
コ
り
ヤ 

テ
ッ
ペ
ン
タ
イ
コ
デ
ャ
ー
ハー

ノ
ハ 

コ
り
ヤ 

ヤ
—?

ノ
ハ
ー

メ
ン
コ
ノ
オ
サ
イ
デ
ツ
ン
ツ
ラ
ツ
ン
ノ
ツ

オ
ヤ
マ
カ
フ
ー
り
ン

ひ
っ
く
り
け
え
っ
ち
ゃ
ば
っ
き
ん
だ

ピ
—
ピ
ー
ピ
ッ
ト
コ
ト
オ
ッ
ペ 

コ
ペ
ー
ノ
ペ
。

②

山

寺

山
寺
の
一
山
寺
の
ー
コ
リ
ヤ

鐘
つ
く
し
ょ
も
く
が
ひ
い
一
ふ
の
み

ひ
い
ふ
の
み
一

つ
く
た
び
つ
く
た
び
ビ
ッ
ク
リ
シ
ャ
ッ
ク
リ
ト
ー 

コ
リ
ヤ
ビ 

ッ
ク
リ
シ
ャ
ッ
ク
リ
ト
ー

カンカン踊りの伝承者の新井孝平さん

(寺下)



オ
ヤ
マ
カ
フ
ー
リ
ン
、
そ
ば
や
の
風
り
ん

ひ
っ
く
り
け
っ
ち
ゃ
ば
っ
き
ん
だ

ペ
ッ
ペ
ッ
ペ
ッ
ト
コ
ト
オ
ッ
ペ
コ
ペ
—
ノ
ペ

③ 

い
ぐ
ん
ベ
帰
る
ん
ベ

い
ぐ
ん
ベ
か
え
る
ベ

そ
ら
う
そ
だ
ん
ベ

や
っ
ぱ
り
オ
メ
コ
が
お
っ
た
つ
だ
ん
ベ

ヒ
ッ
ク
り
ケ
ッ
チ
ャ
ば
っ
き
ん
だ

ペ 

ッ
ペ 

ッ
ペ 

ッ
ト
コ
ト
オ
ッ
ペ
コ
ペ
—
ノ
ペ

④ 

お
医
者
さ
ん

お
医
者
さ
で
も
検
査
の
と
き
は

や
っ
ぱ
り
オ
メ
コ
が
お
っ
立
つ
だ
ん
ベ

ヒ
ッ
ク
り
ケ
ッ
チ
ャ
ば
っ
き
ん
だ

ペ
ッ
ペ
ッ
ペ
ッ
ト
コ
ト

オ
ッ
ペ
コ
ペ
ー
ノ

ペ
(

寺
下)

こ
の
カ
ン
カ
ン
踊
り
は
、
踊
り
な
が
ら
仕
草
め
中
で
男
根
、
女
陰
を
手
で
形
ど
っ 

て
踊
る
の
で
、
観
衆
は
大
き
く
湧
い
た
と
い
う
。

カ
ン
カ
ン
踊
り
は
現
在
、
多
野
郡
上
野
村
乙
父
部
落
に
残
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
他 

に
は
み
ら
れ
な
い
。
上
野
村
か
ら
片
品
村
の
木
挽
が
覚
え
て
行
き
、
カ
ン
カ
ン
踊
り 

を
行
な
っ
た
と
い
う
が
、
現
在
片
品
村
で
行
な
え
る
も
の
は
な
い
。
神
楽
の
中
に
力 

ン
カ
ン
踊
り
を
取
り
入
れ
て
行
な
っ
た
こ
と
は
日
本
的
に
も
め
ず
ら
し
い
こ
と
で
あ 

ろ
う
。
現
在
寺
下
の
新
井
孝
平
さ
ん(

明
治
四
十
年
生
れ)

の
他
に
数
人
の
者
に
よ
っ 

て
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

曲
節
も
上
野
村
の
カ
ン
カ
ン
踊
唄
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
が
、
寺
下
の
も
の
の 

方
の
終
り
の
部
分
に
、
ひ
ょ
っ
と
こ
踊
り
の
雛
子
の
入
っ
て
い
る
の
が
お
も
し
ろ
い
。
 

中
国
か
ら
伝
っ
た
清
楽
で
あ
る
だ
け
に
、
歌
詞
の
意
の
わ
か
ら
な
い
の
が
特
徴
で
あ 

る
。
踊
り
も
上
野
村
の
も
の
の
方
が
、
ゆ
っ
た
り
と
し
て
い
る
。
寺
下
の
は
道
化
舞 

で
行
な
う
だ
け
あ
っ
て
、

エ
ロ
チ
ッ
ク
な
踊
り
で
あ
る
。
し
か
し
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ

の
な
い
時
代
に
、
神
楽
に
こ
う
し
た
カ
ン
カ
ン
踊
り
を
入
れ
て
行
な
う
と
こ
ろ
に
、
 

庶
民
性
の
表
現
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
里
神
楽
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
。

こ
の
寺
下
で
は
神
楽
の
中
に
、
こ
の
カ
ン
カ
ン
踊
り
の
他
に
、
大
正
末
期
に
は
金 

色
夜
叉
な
ど
時
代
性
の
あ
る
も
の
を
地
芝
居
的
な
形
と
し
て
行
な
っ
た
。

こ
の
神
楽
の
付
帯
道
具
で
あ
る
、
太
鼓
や
笛
、
面
、
衣
裳
な
ど
す
べ
て
、
栃
木
県
足 

利
在
の
大
町
村
か
ら
借
り
て
行
な
っ
て
い
た
。
昭
和
二
十
四
年
頃
ま
で
行
な
っ
た
が
、
 

そ
の
後
中
止
と
な
っ
て
現
在
に
至
る
。

二
、
民 

謡

㈠

馬 

子 

唄

大
原
本
町
の
松
葉
ベ
ン
さ
ん(

八
十
才)

が
歌
っ
て
く
れ
た
。
大
原
の
大
宮
酒
造 

屋
か
ら
駄
貨
ひ
き
が
、
馬
で
引
く
運
送
車
で
、
東
京
在
へ
酒
や
し
ょ
う
ゆ
を
運
び
日 

帰
り
に
す
る
。
行
き
来
す
る
街
道
す
じ
を
歌
っ
た
馬
子
唄
を
覚
え
た
と
い
う
。

馬
方
は
二
人
一
組
で
や
っ
た
。
地
元
の
馬
方
で
あ
っ
た
、
二
人
一
組
で
運
送
車
は 

二
輪
車
で
、
二
斗
樽
や
一
斗
樽
を
山
と
積
ん
で
運
ん
だ
。
正
月
に
な
る
と
カ
イ
シ
キ 

ゼ
ン
に
酒
粕
を
乗
せ
、
大
原
の
全
戸
に
大
宮
の
酒
造
屋(

岡
崎
と
も
い
っ
た)

で
く 

ば
っ
て
く
れ
た
。

馬

方

節(

馬
子
唄)

〇
青
よ
な
く
な
よ
も
、っ
、っ
ち
ゃ
近
い 

ハ
イ
ハ
イ

森
の
灯
が
ハ
ア
ー
見
え
て
き
た
ハ
イ
ハ
イ

〇
は
こ
ね
八
里
は
馬
で
も
越
す
が
ハ
イ
ハ
イ

越
す
に
越
さ
れ
ぬ
八
丈
島
ハ
イ
ハ
イ(

大
原)

㈡

角

力

甚

句

大
原
七
区
の
島
田
源
次
さ
ん(

四
股
名
源
次
山)

は
、
佐
波
郡
東
村
田
部
井
出
身 

の
若
浦
親
方
に
、
二
十
三
才
か
ら
つ
い
て
相
撲
を
行
な
っ
た
。
長
建
寺
の
庭
で
昼
夜



け
い
こ
し
た
。
昼
を
遊
び
げ
い
こ
と
い
い
夜
に
な
る
と
見
物
衆
が
多
く
来
る
の
で
、
 

誠
に
盛
会
で
あ
っ
た
。
ま
た
一
月
十
五
日
か
ら
十
日
間
星
と
り
相
撲
を
行
な
っ
た
。
 

ま
た
四
月
の
桜
の
花
見
時
も
星
と
り
相
撲
で
あ
っ
た
。
星
と
り
相
撲
で
大
関
を
投
げ 

た
り
、
上
位
の
力
士
を
投
げ
る
と
五
十
銭
も
ら
え
た
。
寒
の
ぅ
ち
に
寒
げ
い
こ
を
行 

な
い
、
六
十
人
程
の
相
撲
会
に
入
っ
て
い
る
者
が
、
は
だ.
か
で
練
習
し
た
。

こ
の
相 

撲
会
に
も
中
央
の
も
の
と
同
じ
ょ
ぅ
に
、

大

関
 

二

人
(

東
西
に
一
人
ず
つ)

関

脇
 

二
人

小

結
 

二
人

前
頭
一
枚
目

二
枚
目

三

枚

目(

青
年
衆)

そ
の
他
小
学
校
二
年
生
位
か
ら
こ
の
草
相
撲
会
で
け
い
こ
し
た
。

村
の
祭
や
、
近
村
の
祭
り
に
は
招
待
相
撲
が
あ
り
そ
こ
で
行
な
っ
た
り
、
正
月
と 

四
月
の
花
見
相
撲
が
終
る
と
荷
車
に
荷
を
積
ん
で
巡
業
に
出
た
。
巡
業
に
は
春
立
っ 

た
。
大
原
か
ら
は
五
人
程
の
力
士
が
立
っ
た
。
埼
玉
の
秩
父
、
東
京
近
在
、
栃
木
県 

の
佐
野
、
前
橋
な
ど
と
廻
っ
た
。

巡
業
先
で
は
、
各
地
か
ら
来
た
相
撲
と
り
の
力
士
の
名
を
い
れ
た
の
ぼ
り
旗
が
あ 

げ
ら
れ
る
。
の
ぼ
り
は
巾
一
尺
二
寸
、
長
さ
一
丈
二
尺
の
も
の
が
多
か
っ
た
。
そ
し

て
の
ぼ
り
の
下
に
は
商
屋
が
多
く
出
た
と
い
、っ
。

巡
業
先
で
弓
と
り
ひ
き
を
す
れ
ば
「弓
と
り
代
」
が
も
ら
え
、
ど
ん
す
を,
か
け
る 

と

「
ど
ん
す
代
」
が
、
相
撲
甚
句
を
う
た
う
と
「甚
句
代
」
が
も
ら
え
た
。

ま
た
大
原
に
は
行
司
専
門
の
人
も
い
た
。
町
田
政
太
郎
、
よ
び
出
し
専
門
の
者
は 

家
住
玉
六
な
ど
が
い
た
。

相
撲
甚
句
を
歌
う
の
は
、
力
士
が
土
俵
入
り
の
と
き
に
う
た
う
。
力
士
は
ど
ん
す 

を
か
け
交
互
に
歌
い
な
が
ら
土
俵
の
中
で
踊
る
。

相

撲

甚

句(

そ
の1
)

あ
あ
は
あ
日
本
集
め
る
川
づ
く
し

上
州
で
名
高
い
利
根
川
で

野
州
で
名
高
い
き
ぬ
川
よ

信
州
で
名
高
い
信
濃
川

江
戸
で
名
高
い
江
戸
川
よ

に
ご
っ
て
流
れ
る
す
み
田
川

天
を
流
れ
る
天
の
川

あ
さ
だ
の
に
つ
ぎ
が
大
井
川

成
田
ご
り
し
よ
は
か
つ
ら
川

す
し
や
ベ
ん
当
う
ま
そ
に
つ
つ
む
は
ひ
げ
の
皮

や
ぐ
ら
の
上
で
ド
ン
と
打
込
む
太
鼓
は
牛
の
皮

芸
者
の
つ
ん
つ
ん
な
る
の
は
猫
の
皮 

や
り
乎
の
ば
あ
さ
ん
欲
の
か
わ

芸
者
お
じ
よ
ろ
は
う
そ
の
か
わ

芸
者
お
じ
よ
ろ
に
だ
ま
さ
れ
る 

 

す
も
う
と
り
な
ん
ぞ
が
よ
ほ
ほ

あ
あ
ば
か
の
か
わ
だ
い

あ
あ
一
賀
二
貫
か
や
か
ん
の
手

向
か
ベ
ぬ
る
の
が
し
ゃ
か
ん
の
手

な
べ 

か
ま
こ
す
る
が
お
さ
ん
の
手

草相撲の力士だった角力甚 

句の歌い手島田源次さん 

(四股各源次山)(大原七区)



夜
中
に
出
し
た
が
兄
ち
ゃ
ん
の
手

そ
の
手
を
つ
か
ん
で
だ
ま
さ
れ 

だ
ま
さ
れ

相

撲

甚

句(

そ
の2
)

正
月
角
に
松
が
立
つ

二
月
は
つ
ぅ
ま
お
い
な
り
さ
ん
び
ゃ
つ
こ
立
つ

三
月
節
供
に
ゃ
ひ
な
が
た
つ

四
月
八
日
に
シ
ャ
カ
が
た
つ

五
月
五
日
に
の
ぼ
り
た
つ

六
月
て
ん
の
さ
ま
み
こ
し
た
つ

七
月
タ
ナ
バ
タ
さ
さ
が
た
つ

八
月
十
五
夜
す
す
き
た
つ

九
月
は
菊
み
か
人
が
た
つ

十
月
出
雲
に
神
が
た
つ

十
一
月
は
明
治
節
で
ど
こ
の
角
に
も
国
き
た
つ

十
二
月
と
な
る
な
れ
ば
み
そ
か
の
か
ん
じ
よ
で

借
金
と
り
が
角
に
た
つ
た
つ
た
そ
の
み
は
よ
け
れ
ど
も 

立
た
れ
た
私
な
ん
ぞ
は
よ
ほ
ほ

あ
あ
さ
む
け
だ
つ
よ
。(

大
原
七
区)

㈢

端 

唄

丸
い
玉
子
も
切
り
よ
で
四
角

ま
め
で
四
角
で
や
わ
ら
か
に

水
の
流
れ
は
止
め
れ
ば
と
ま
る

と
め
て
止
ら
ぬ
恋
の
道

水
もX

X

よX
/

よ
川
端
柳

水
の
流
れ
を
み
て
く
ら
す

㈣

は

た

お

り

唄

は
た
が
お
れ
な
い
は
た
神
様
よ

ど
う
か
こ
の
手
か
あ
か
る
よ
う
に(

大
原)

三
、
地 

芝 

居

大
正
の
は
じ
め
頃
湯
ノ
入
で
は
若
衆
が
掛
小
屋
を
、
温
泉
神
社
の
前
や
、
山
神
様 

の
境
内
に
建
て
て
行
な
っ
た
。

明
治
の
は
じ
め
頃
ま
で
は
、
他
村
に
ま
で
芝
居
し
に
行
っ
た
と
い
う
。
特
に
生
品 

村
な
ど
に
は
依
頼
を
う
け
て
い
っ
た
と
い
、っ
。
そ
の
頃
の
舞
台
ま
わ
し
は
、
故
植
木 

一
郎
や
、
町
田
友
次
郎
が
行
な
い
幕
ひ
き
役
は
諸
田
武
一
郎
ら
が
行
な
っ
た
。

芝
居
の
組
を
若
衆
と
い
い
、
小
学
校
終
っ
て
こ
の
芝
居
組
に
入
る
に
は
、
酒

一

升

r  

も
っ
て
行
っ
て
入
っ
た
。

芝
居
の
出
し
物
は
猫
騒
動
、
岩
見

重

太

郎(

猿
退
治)

な
ど
が
得
意
だ
っ
た
。
湯 

ノ
入
に
は
よ
い
舞
台
が
あ
っ
た
が
、
小
道
具
な
ど
も
他
村
に
貸
し
た
り
で
現
在
は
ほ 

と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
舞
台
の
大
き
さ
は
間
口
六
間
、奥
行
き
四
間
程
の
も
の
だ
っ 

た
と
い
う
。

湯
ノ
入
は
芝
居
熱
心
な
と
こ
ろ
で
、

集
会
所
も
芝
居
が
出
き
る
よ
う
に
作
っ
て 

あ

る
(

明
治
の
終
り
頃
建
て
た)

が
一
度
も
こ
こ
を
つ
か
っ
て
芝
居
を
や
る
こ
と
は 

出
き
な
か
っ
た
と
い
、っ
。

こ
の
集
会
所
に
芝
居
に
当
時
つ
か
っ
た
障
子
が
数
本
使
っ
て
あ
る
。
当
時
は
カ
ラ 

カ
ミ
だ
け
で
も
六
十
本
も
あ
っ
た
と
い
う
。
湯
ノ
入
の
地
芝
居
に
つ
い
て
、
古
文 

書
な
ど
の
記
録
も
、
ま
た
当
時
の
こ
と
を
知
る
人
も
数
少
く
前
町
長
の
今
井
氏
等 

の
記
憶
を
た
ど
っ
て
載
い
た
次
第
で
あ
る
。(

湯
ノ
入)

(

一
か
ら
三
ま
で
の
項
目
は
酒
井
正
保
氏
の
調
査
報
告
で
あ
る
。)



山之神村 岸又八の作といわれる地芝居の飾り物(その1)(中原) 

(阿部孝撮影)

同上(その2)同上(その3)

同上(その4)

同上(その5)

四
、
子

供

の

遊

び

子
供
の
遊
び
の
種
類 

竹
馬
。
な
わ
と
び
。
角
力
。
ブ
ッ
ツ
ケ
。
ネ

ッ

キ(

山
か 

ら
す
じ
ょ
ぅ
の
い
い
木
を
み
つ
け
て
き
て
や
る
。
地
面
に
さ
し
て
相
手
の
を
た
お 

す
。)

コ

マ(

木
に
金
の
輪
が
は
ま
っ
て
い
て
、
心
棒
も
金
。
相
手
の
を
た
お
す
。)

文
久
銭
に
篠
を
通
し
て
、
そ
の
篠
の
中
に
竹
の
ヒ
ゴ
を
入
れ
て
ま
わ
し
た
。(

台) 

ブ
ッ
ツ
ケ
、
竹
馬
は
男
の
子
、
お
手
玉
、
オ
ハ
ジ
キ
、
ア
ヤ
ト
リ
、

マ
リ
つ
き
、
 

石
蹴
り
は
女
の
子-
。
(

湯
ノ
入)

ブ
ツ
ケ 

ブ
ツ
ケ
を
ち
ゃ
ん
と
手
に
持
っ
て
か'
か
る
の
で
は
な
く
、
ふ
と
こ
ろ
か 

ら
一
枚
づ
つ
出
す
の
を
い
や
が
る
。
全
部
負
け
る
と
オ
ッ
パ
タ
キ
。

始
め
る
前
に
、
立
ち
ブ
ツ
ケ
か
、
し
ゃ
が
み
か
、大
風
あ
り
か
な
し
か
、
き
め
て
か 

ら
や
る
。(

山
ノ
神)

ネ
ッ
キ 

五
寸
釘
の
頭
を
つ
ぶ
し
、
地
面
に
投
げ
つ
け
、
相
手
の
を
倒
す
。(

山
ノ

神)
ま
り 

ご
む
ま
り
は
高
い
か
ら
、
風
船
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
、
そ
れ
を
し
ん
に
し
て
、
 

か
が
っ
て
作
る
。
は
ず
ま
な
い
か
ら
、
力
を
入
れ
て
つ
い
た
。(

三
島)

竹
馬 

竹
が
な
く
な
り
、
雪
が
降
ら
な
く
な
っ
た
の
で
、
今
は
あ
ま
り
作
ら
な
い
。
 

た
め
か
つ
ぎ•

か
つ
ぶ
し
け
ず
り•

ぬ
き
と
り
な
ど
や
る
。(

山
ノ
神)



木
ん
馬
足
に
木
を
つ
ば
り
つ
け
、
雪
の
日
に
す
べ
る
。(

山
ノ
神) 

チ
ョ
—
レ

ン
(

調
練)

兵
隊
ご
っ
こ
、
月
明
り
で
や
る
。(

山
ノ
神)

カ
ッ
ペ
ガ
シ 

ト
ッ
コ
の
こ
と
を
こ
の
辺
で
は
こ
う
い
う
。
小
学
校
を
卒
業
し
た 

ぐ
ら
い
の
子
か
や
る
。(

ム
ロ)

竹
の
玩
具 

機

関

銃•

水

鉄

砲•

は
じ
き
鉄
砲•

か
た
か
た•

竹
な
ん
ご
。(

山
ノ

神)
さ
つ
ま
じ
ろ 

さ
つ
ま
の
苗
床
に
、
山
か
ら
木
の
葉
を
取
っ
て
来
て
踏
み
込
む
。
 

そ
れ
が
ち
ょ
う
ど
子
ど
も
の
遊
び
場
に
な
り
、
と
び
こ
む
。(

山
ノ
神)

ド
ド
メ
つ
き 

竹
の
箇
に
、
ド
ド
メ
を
入
れ
、
桑
で
で
つ
き
、
嘗
め
る
。
子
ど
も 

の
大
好
物
だ
っ
た
。(

山
ノ
神)

か
一
ら
ち
ご 

か
一
ら
ち
ご
嘗
め
ち
ゃ
、
び
ん
た
ぼ
出1

ろ
っ
て
い
う
。(

三
島) 

お
手
玉
う
た

向
う
通
る
は
鶯
が
一
羽
ね

そ
れ
を
揷
そ
う
と
、
餌
差
し
さ
ん
に
聞
け
ば

竿
は
三
間
、
小
鳥
は
一
羽
ね

そ
こ
で
小
鳥
か
申
す
る
こ
と
に
ゃ

お
前
餌
差
し
さ
ん
か
、
わ
し
ゃ
も
ず
の
お
と
り

御
緣
あ
る
な
ら
、
ま

た

来

て

挿

し

て

ね(

三
島)

カ

ラ

チ

ゴ(

翁
草)

の
唄

カ
ラ
チ
ゴ
カ
ラ
ィ
モ
ン

ナ

メ

テ

ミ

り

ヤ

ア

マ

ィ

モ

ン
(

大
久
保)

五
、
そ 

の 

他

正
月
に
村
へ
く
る
も
の 

元
日
に
初
絵
売
り
が
き
た
。
初
絵
は
緣
起
の
よ
い
七
福 

神
の
絵
な
ど
か
あ
り
、
上
か
ら
読
ん
で
も
下
か
ら
よ
ん
で
も
同
じ
文
句
に
な
る
「
と 

う
の
ね
む
り
」
の
歌
が
書
い
て
あ
っ
た
り
し
た
。

読
売
り 

瓦
板
の
よ
う
な
も
の
で
、
事
件
を
口
上
で
述
べ
て
回
り
あ
る
い
た
。

地
蔵
様
や
観
音
様
を
背
負
っ
て
く
る
人
も
あ
っ
た
。(

大
原
七
区)

芸
人 

佐
野
か
ら
大
神
楽
、
猿
ま
わ
し
、
国
定
か
ら
デ
ロ
レ
ン
祭
文(

猿
飛
佐
助 

だ
と
か
を
語
っ
た)

、
桐

生•

太
田
か
ら
紙
芝
居
な
ど
が
来
た
。(

滝
ノ
入)

ご
ぜ 

新
潟
の
蒲
原
あ
た
り
か
ら
来
た
。
五
人
位
で
ま
と
ま
っ
て
く
る
。
目
の
悪 

い
人
が
多
く
、
十
二
、
三
才
の
女
の
子
が
手
ひ
き
に
な
っ
て
き
た
。

每
年
十
一
月
〜
二
月
位
の
間
に
来
て
、
懇
意
な
家
に
二
晚
位
泊
っ
て
、
流

行

歌. 

春

雨•

ニ
ア
ガ
り•

三
サ
ガ
リ•

段
物
な
ど
を
や
っ
た
。(

滝
ノ
入)

ひ
よ
っ
と
こ 

笠
懸
村
横
町
か
ら
、
百
姓
の
若
衆
で
作
っ
た
秋
葉
会
と
い
う
ユ
ー 

モ
ラ
ス
な
一
座
が
来
た
。

こ
の
土
地
で
は
神
楽
と
い
わ
ず
、

ひ
よ
っ
と
こ
と
言
っ 

て
い
た
。(

中
原)

力
競
べ 

石
で
二
十
五
貫
が
つ
ぐ
。
馬

頭
観

世

音(

二
十
四
貫)

を
か
つ
ぐ
。
湯 

の
入
の
六
地
蔵
は
二
十
六
貫
あ
る
が
、
か
つ
げ
る
も
の
が
半
分
ぐ
ら
い
だ
。
若
い
時 

で
な
け
り
ゃ
、
馬
鹿
げ
た
ま
ね
を
し
な
い
。
俵
に
水
を
柄
杓(

四
合
く
ら
い)

で
か 

け
る
と
か
つ
げ
な
い
。(

三
島) 

く

力
石 

土
俵
を
作
っ
て
か
つ
い
た
。

二
十
三
夜
様
が
ち
ょ
う
ど
二
十
三
貫
あ
っ 

'  

た
。
盛
り
の
者
は
か
つ
い
だ
。(

山
ノ
神)

角
力 

不
動
様
の
あ
る
沼(

今
は
水
田)

の
畔
が
広
く
、
そ
こ
で
角
力
が
行
わ
れ 

た
。
不
動
様
の
す
ぐ
上
の
浅
間
様
の
改
築
時
、
た
し
か
大
正
六
、
七
年
頃
や
っ
た
の 

を
覚
ぇ
て
い
る
。
浅
間
神
社
に
角
力
の
額
が
あ
る
。
旧

藪

塚(

台
、
滝
ノ
入
、
湯
ノ 

入
、
西
野
、
山
の
神
、
中
原
、
杉
塚)

で
や
っ
た
。-

薮
塚
本
町
に
角
力
協
会
が
あ
る
。
今
で
も
大
原
で
や
っ
て
い
る
。
角
力
は
景
品
や 

何
か
金
が
か
ゝ
る
の
で
な
か
な
か
や
れ
な
い
。

大
正
の
初
年
、
十
両
の
若
林
と
い
う
人
が
、
大
原
に
住
み
つ
い
て
教
ぇ
た
。
桜
の 

咲
く
頃
角
力
が
あ
っ
た
。(

台)

競
馬 

大
正
頃
、
藪
塚
往
遷
の
十
字
路
か
ら
左
で
や
っ
た
。
ノ
ッ
キ
リ
馬
場
で
、
 

上
か
ら
走
っ
て
来
る
。(

山
ノ
神)

八
木
節 

昔
は
口
説
き
節
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
は
警
察
の
取
締
り
も
き
び
し
く
、
 

か
く
れ
て
練
習
す
る
か
、音
を
た
て
る
の
で
す
ぐ
わ
か
っ
て
し
ま
っ
た
。(

大
原
七
区)



盆踊りのやぐら(体力づくり民謡大会)(寺下)

(阿部孝撮影)



民 

家

は

じ

め

に

こ
の
た
び
の
民
家
調
査
は
予
備
調
査
と
本
調
査
の
二
回
の
調
査
を
行
っ
た
。
予
備 

調
査i

七
月
中
旬
、
教
育
長
永
田
隆
一
氏•

事
務
局
長
峯
崎
英
夫
氏
の
御
案
内
に
ょ 

っ
て
、
町
内
の
民
家
四
十
二
棟
を
順
次
訪
問
し
、
外
観
及
び
屋
内
を
簡
単
に
な
が
め 

さ
せ
て
い
た
だ
き
、
あ
わ
せ
て
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
た
。

こ
の
中
か
ら
比
較
的
改 

造
の
少
な
い
家
を
選
び
出
し
、
予
備
調
査
件
数
の
丁
度
半
数
に
当
る
二
十
一
棟
を
本 

調
査
対
象
民
家
と
し
た
。

本
調
査
対
象
民
家
は
地
区
別
に
整
理
す
る
と
第
一
表
の
ょ
ぅ
に
な
る
。

第1表地区別による調査民家の棟数

地 

区 

調
査
民
家
の
所
有
者 

棟
数

F

鼠 

藤
生
新
三
瑯 

新
讲
真
ー
ー j

瑯 

北
爪 

林
一 

5
 

中

原
 

新
井
達
也 

加
藤
一 t

郎 

_
_

湯
ノ
入 

今
井
丑
五
郎 

1
 

西

野 

藤
生
長
蔵 

1

山
ノ
神 

小
川
守
太
郎 

1

滝
ノ
入 

斎
藤
角
太
郎 

1

台 

小
林
秀
男 

坂
本
市
蔵 

2

寺

下
 

松
村
多
一 

1

大

原
 

佐
藤
政
次
郎 

椎
名
敏
夫 

町
田
新
一 

3

大

久

保

1

縣

酿

十

鵬

鑿

_

栗

s

 

n

大
千
石 

小
林
源
作 

1

合 

計

21

一
、
調
査
民
家
の
形
式
分
類
と
編
年

ー
ー
十
一
棟
の
調
査
民
家
は
平
面
形
式
よ
り
区
分
す
る
と
六
つ
の
型
に
分
類
さ
れ 

る
。

こ
れ
ら
の
平
面
お
よ
び
細
部
形
式
を
検
討
し
、
さ
ら
に
聞
取
に
よ
っ
て
建
築
年 

代
を
推
定
し
て
編
年
表
を
作
成
す
る
と
第
二
表
の
よ
、っ
に
な
る
。



第二表薮塚本町民家遺構の形式分類および編年表

間取の形式 構 造 柱間装置 設備.仕上 建 築 に つ い て

備 

考 

推
定
建
立
年
代(

世
紀) 

家 

柄
(

役

職
) 

不 

明 

再
建
さ
れ
た
も
の 

建
築
さ
れ
た
ま
ま

* 

,  

カ
ン
ナ 

の

仕

上̂

^

大

黒

柱
^

^

エ
ン
ガ
ワ-
-
-
-

ト 

コ-
-
-
-

 

ナ 

シ 

ィ
ド
コ
ロ
境
建
具
使
用 

ザ
シ
キ
と
ダ
開 

放 

の

表

側

全

開

放
 

ザ
シ
キ 

サ
マ
ア
リ 

ン
ド
の
境
全
開
放

ザ)

と
ナ
半
分
開
放 

1

デ
ー
(

コ 

閉 

鎖 

の
に
げ 

ア 

リ 

大

黒

柱

ナ
 

シ

の

構

造

—
セ

ガ

ィ, 

表
側
軒
フ
キ
下
シ 

柱 

間

二
 

間 

—
表

側

の

一 

間 

の
位
置
棟
下
ヨ
リ
遊
離 

大
黒
柱
悚
ノ
真
下

土 

台

町 

屋 

型 

多 

間 

取 

型 

四 

間 

取 

型 

広 

間 

型 

二 

間 

取 

型

一
 

間 

取 

型 

所 

在 

地 

氏 

名 

所 

有 

者

坂本市蔵 台 〇  〇 〇 〇 農 18末 被官百姓
松村多一寺 下〇______________ ______________9____________________ 〇 〇 〇 〇_______ _______ 〇______"19初 おばあさん(81才)で4代目
佐藤政治郎 大原〇___________ _一___________ ____________ ___________ ____〇 __〇 〇____________〇 〃 19中 当主(69才)の2代前に建つ

小林源作 六千石 〇____________〇 _________ 〇1 〇_________ ____________ ◦〇 〇 〇 〇 //19初 六千石で最古の家と伝える

斉藤角太郎 滝ノ入 〇___________ 〇  _____〇〇_〇_____〇_一 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〃19中 熊五郎(4代前)が建つ-

今井丑五郎湯ノ入_____ 〇_ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇〃 18中
加藤一太郎中原 〇_______〇_〇_〇_〇___〇 〇 _〇 〇 〇 〇 〇〃 18末
北爪林一 〃 〇_________〇__ ___〇 〇_〇 〇_____ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 //19中 当主で4代目(当主41才)

清水長十郎 大久保 ________ 〇 ______〇_〇_____〇______ _〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 //19中 当主(65才)で3代目
く沢林太郎 〃____________ _2_一—______JO _〇一一 〇〇 〇 _ —三_ 〇 〇  ___ 〇  _____〇____ 'し19初 古家を買って建替した、当主で4代
小才木秀ぞ 台____________ _9______ £______ ________________ ______________ 〇 〇 〇〇_______9__〇 __ 19初 古家を買って建替す、時期不明

小川守太郎 山ノ神________ 〇 _______2______ 〇__〇__________◦◦〇 〇 〇 〇 〃 19初 庭の杉木(17〇年位)と同年と伝える

新井達也中原________〇_____ 〇  _____ 〇〇 __〇_ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇〃 19初
藤生新二郎 〃____________ 〇 _______ 〇 〇—_9_______ 〇__〇______ 〇 ____〇 〇〇 〇 〇 "19初嘉永4年71才没の人の代に建てる

清水福太郎大久保 〇_________ 〇 〇_ 〇 __ 〇^_ 〇 _ —〇_____ 〇_ 〇 〇 〇 〇 〇 名主19中慶応2年の建立

清水浅男 〃___________〇 _ ____ 〇_〇_____〇〇_____ 〇_〇_____ 〇 〇一〇〇_________〇〇— 農19中浅次郎(M.34年73才没)が建つ

久保田 潔 "____________〇_______ ___________________________ 〇___〇______〇_〇__〇0_______〇0______ 〃 19中〜末当主の母(M.3年生)が8才時に建つ

藤生長蔵 西 野________ 〇^________ 〇_____一p 〇___ 〇  ____ 〇 __〇_ 〇 〇 〇 〇 〃 19末 当主(86才)が5才の時建つ-

新井真三郎 中 原___________2一一__2_______一〇 〇 __〇 — 〇  _______ _________〇名主18末 四郎右衛門(文化元年没)が建つ

ネ隹さ敏ま 大 原____________ 〇 ______〇〇 〇〇____ 〇^______〇^_〇 〇 〇 〇 〇 〇 名主19中 火災にあい元治元年に再建 ’

町田新一〃 〇  旅籠19中



当
地
方
の
民
家
は
十
九
世
紀
以
降
の
幕
末
の
も
の
が
多
か
っ
た
た
め
か
、
聞
取
に 

よ
っ
て
建
築
年
代
を
推
定
で
き
た
も
の
が
二
十
一
楝
中
十
四
棟
で
あ
っ
て
、
六
七
パ 

丨
セ
ン
ト
に
達
し
た
。

こ
の
た
め
か
な
り
精
度
の
高
い
編
年
表
が
作
成
で
き
た
も
の 

と
確
信
す
る
。

民
家
の
規
模
は
小
か
ら
大
へ
、
ま
た
平
面
に
お
け
る
間
取
は
少
か
ら
多
へ
と
変 

遷
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
調
査
遺
構
に
み
ら
れ
た
平
面
形 

式
を
溯
源
的
に
順
次
列
挙
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

① 

一
間
取
型

② 

二
間
取
型

③ 

広
間
型

④ 

四
間
取
型

⑤
 

多

間

取

型(

仮
称
、
四
間
取
よ
り
室
数
の
多
い
も
の)

以
上
五
つ
の
平
面
形
式
は
い
ず
れ
も
農
家
に
み
ら
れ
る
型
で
あ
る
が
、
こ
の
他
に 

町
田
新
一
家
の
よ
う
に
妻
入
で
、
入
口
の
中
は
一
般
に
〃
通
り
庭"

と
よ
ば
れ
る
奥 

ま
で
通
じ
た
土
間
が
設
け
ら
れ
、こ
の
土
間
に
面
し
て
縦
長
に
各
室
が
配
置
さ
れ
る
。
 

町
屋
の
流
れ
を
ひ
く
形
式
の
も
の
も
み
ら
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
町
田
新
一
家
は
農
家
で 

は
な
く
、
銅
街
通
に
面
し
た
旅
籠
で
あ
る
。

次
に
先
に
揚
げ
る
五
つ
の
形
式
に
つ
い
て
、平
面
の
変
遷
を
主
に
考
察
し
な
が
ら
、
 

順
次
そ
れ
ら
の
特
質
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

二
、

一

間

取

型

こ
の
形
式
は
溯
源
的
に
考
察
し
て
、
現
在
民
家
遺
構
中
で
最
も
原
始
的
な
形
態
を

示
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

円
い
竪
穴
住
居
か
ら
発
展
し
た
民
家
平
面
は
、
や
が
て
正
方
形
あ
る
い
は
矩
形
に 

近
い
竪
穴
住
居
と
な
り
、
次
に
は
坂
本
市
蔵
家
の
示
す
復
原
平
面(

第
一
図
参
照)

の 

よ
う
に
土
間
と
床
上
に
分
割
さ
れ
た
一
間
取
型
に
発
展
し
て
い
っ
た
も
の
と
推
察
さ 

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

坂
本
家
の
規
模
は
梁
行
約
二
間(

約
十
四
尺)

、
桁
行
約
四
間(

約
二
十
六
尺)

で
、
 

桁
行
の
中
央
部
を
境
に
左
側
を
床
上
、
右

側
を

土

間(

ダ
イ
ド
コ
ロ)

と
し 

開
口 

部
は
ダ
イ
ド
コ
ロ
の
出
入
口
と
床
上
に
一
間
幅
の
も
の
が
あ
っ
た
だ
け
で
他
は
恐
ら 

く
土
壁
で
囲
わ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

建
築
年
代
は
十
八
世
紀
末
期
頃
と
思
わ
れ
、
そ
ぅ
古
い
も
の
で
は
な
い
。

村
松
多
一
家
は
坂
本
家
と
同
様
の
規
模
を
も
つ
一
間
取
型
で
あ
る
が
、
床
上
の
室 

の
裏
側
に
押
入
が
付
き
、
そ
の
前
面
が
す
べ
て
開
放
さ
れ
て
建
具
が
入
っ
て
い
る
。
 

当
家
は
い
い
伝
え
に
ょ
れ
ば
、
建
立
し
て
か
ら
お
ば
あ
さ
ん(

八
十
ー
オ)

で
四
代 

目
に
な
る
と
い
ぅ
こ
と
か
ら
、
一
九
世
紀
初
期
頃
に
建
築
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

佐
藤
政
治
郎
家
の
規
模
は
梁
行
二
間
、
桁
行
五
間
で
、
前
記
二
遺
構
ょ
り
桁
行
規 

模
が
一
間
拡
大
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
分
だ
け
ダ
イ
ド
コ
ロ
の
幅
が
大
き
く
な
っ
て

い
る
。
床
上
の
室
は
上
手 

の
表
側
に
ト
コ
を
、
そ
の 

わ
き
に
押
入
を
配
し
て
い 

る
と
こ
ろ
か
ら
一
室
で
は 

あ
る
が
、
客
間
の
よ
ぅ
な 

体
裁
を
備
え
て
い
る
。
そ 

し
て
、
表
側
だ
け
で
な
く 

裏
側
も
一
間
が
開
放
さ
れ
、
 

建
具
が
入
っ
て
い
る
。
ま 

た
、
床
上
の
室
と
ダ
ィ
ド 

コ
ロ
の
境
に
も
建
具
が
入 

っ
て
、
床
上
の
室
は
ダ
ィ 

ド
コ
ロ
か
ら
独
立
し
た
空 

間
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い 

る
。
当
家
は

当
主(

六
十 

九
才)

の
二
代
前
の
人
が 

建 
っ
た
と
い
ぅ
こ
と
か
ら
、

第1図、一間取型(復原平面図)

坂本市蔵家
松村多一家

佐藤政治郎家



一
九
世
紀
中
期
頃
の
建
立
と
推
察
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
一
間
取
型
の
民
家
で
も
、
建
築
年
代
に
よ
っ
て
柱
間
装
置
に
大
き 

な
相
違
が
み
ら
れ
、
時
代
が
下
降
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
土
壁
が
消
滅
し
、
そ
こ
に 

建
具
が
入
っ
て
、
開
放
的
に
な
っ
て
行
く
様
子
が
窺
わ
れ
る
。
ま
た
、
ト
コ
や
押
入 

の
設
備
も
古
い
も
の
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
新
し
い
遺
構
で
は
設
け
ら
れ
て
お 

り
、
さ
ら
に
ダ
ィ
ド
コ
ロ
と
床
上
の
境
で
は
古
い
遺
構
は
建
具
が
な
く
、
内
部
が
一 

つ
の
空
間
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
新
し
い
も
の
で
は
そ
の
境
に
建
具 

が
入
り
、
床
上
の
室
は
ダ
ィ
ド
コ
ロ
か
ら
独
立
し
て
一
個
の
空
間
と
な
っ
て
い
る
。

三
、
二

間

取

型

民
家
の
規
模
は
溯
源
的
に
考
察
す
れ
ば
、
小
か
ら
大
へ
発
展
し
、
そ
れ
に
従
っ
て 

間
取
も
少
か
ら
多
へ
と
変
遷
し
て
い
っ
た
と
先
に
述
べ
た
が
、
そ
れ
ら
を
裏
付
け
る 

も
の
の
一
要
素
と
し
て
、
架
構
技
術
の
発
達
が
考
え
ら
れ
る
。

小
林
源
作
家
の
規
模
は
梁
行
三•

五
間
、
桁

行

六•
五
間
で
、

一
間
取
型
遺
構
に 

比
較
し
て
梁
行
に
お
い
て
約
一 
•

五
間
、
桁
行
で
は
二•

五
間
〜
一 
•

五
間
位
増
大 

し
て
い
る
。

二
間
取
型
に
お
け
る
床
上
の
室
は
ナ
ン
ド
と
デ
ー
で
あ
る
が
、
ナ
ン
ド
は
主
に
寝 

室
に
用
い
ら
れ
、
デ
ー
は
接
客
室
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。

こ
の
た
め
ナ
ン
ド
は
裏
側 

に
配
置
さ
れ
、
古
い
も
の
で
は
出
入□

以
外
に
開
口
部
は
な
く
、
土
壁
で
囲
わ
れ
た 

閉
鎖
的
な
空
間
と
な
っ
て
い
た
。
デ
ー
は
客
間
と
し
て
用
い
ら
れ
た
た
め
、
小
林
源 

作
家
で
は
ト
コ
や
押
入
が
付
い
て
い
る
。
し
か
し
、
当
家
よ
り
古
い
も
の
で
は
デ
ー 

と
い
え
ど
も
ト
コ•

押
入
が
付
い
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
表
側
は
坂
本
市 

蔵
家
の
よ
う
に
半
分
が
土
壁
で
閉
鎖
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

小
林
源
作
家
は
六
千
石
で
は
最
古
の
家
と
伝
え
る
が
、
平
面
や
架
構
お
よ
び
細
部 

手
法
に
よ
り
考
察
す
る
と
、
そ
う
古
い
も
の
で
な
く
、

一
九
世
紀
初
期
頃
の
遺
構
と 

思
わ
れ
る
。

斎
藤
角
太
郎
家
の
規
模
は
梁
行
四
間
、
桁

行

七•

五
間
で
、
小
林
源
作
家
よ
り
一

回
り
規
模
が
拡
大
し
て
い
る
。
当
家
は
四
代
前
の
熊
五
郎
が
建
っ
た
と
い
い
伝
え
、
 

十
九
世
紀
中
期
頃
の
建
立
と
推
定
さ
れ
る
。

当
家
は
小
林
源
作
家
と
対
比
し
て
考
察
す
る
と
、
随
処
に
新
し
い
特
徴
が
み
ら
れ 

る
。
そ
れ
ら
を
列
挙
す
る
と
、①

規
模
が
増
大
し
て
い
る
こ
と
。②

デ
ー
と
ナ
ン
ド 

境
の
土
壁
が
消
滅
し
て
、
建
具
に
な
っ
て
い
る
こ
と
。③

ナ
ン
ド
の
裏
側
も
半
分
が
開 

放
さ
れ
、
建
具
が
入
っ
て
い
る
こ
と
。④

ダ
ィ
ド
コ
ロ
で
は"

ハ
タ
バ"

が
設
け
ら 

れ
、
そ
の
前
面
が
開
放
さ
れ
て"

サ
マ"

に
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

四
、
広 

間 

型

二
間
取
型
ょ
り
も
全
体
の
規
模
が
さ
ら
に
拡
大
し
、
二
間
取
型
に
お
け
る
ア
ガ
り

第2図二間取型(復原平面図)

斉藤角太郎家小林源作家



ハ
ナ
の
幅
が
発
展
し
て
、
そ
こ
を
ザ
シ
キ
と
よ
ん
で
い
る
も
の
を"

広
間
型"

と
い 

、っ
。
三
つ
に
区
分
さ
れ
た
床
上
空
間
は
や
は
り
ナ
ン
ド
が
寝
室
に
相
当
し
、
デ
ー(

コ 

オ
オ
ヤ
ケ 

、
 

ザ)

は
接
客
や
そ
の
他
〃
公"

の
性
格
を
持
っ
た
対
社
会
的
空
間
と
し
て
位
置
づ
け
ら 

れ
て
い
る
。
ザ
シ
キ
の
機
能
は
こ
こ
に
イ
ロ
り
が
設
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
 

家
族
の
居
間
で
あ
り
、
食
事
室
で
あ
り
、
さ
ら
に
床
上
の
作
業
空
間(

仕
事
場)

で 

も
あ
る
が
、
ま
た
、
日
常
の
軽
い
訪
問
客
の
た
め
の
応
対
に
も
使
用
さ
れ
る
と
い
ぅ 

雑
多
な
兼
用
空
間
で
あ
っ
た
。

こ
の
た
め
古
い
遺
構
で
は
ザ
シ
キ
と
ダ
イ
ド
コ
ロ
の 

境
に
建
具
を
用
い
ず
、
開
放
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
ザ
シ
キ
と
ダ
イ
ド
コ
ロ
は 

機
能
的
に
結
び
つ
き
が
強
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

今
井
丑
五
郎
家
は
調
査
遺
構
中
で
最
古
と
思
わ
れ
る
も
の
で
、
ザ
シ
キ
表
に
開
口 

部
の
古
い
手
法
で
あ
る
サ
マ
を
残
し
て
い
る
。
大
黒
柱
は
チ
ョ
ー
ナ
仕
上
げ
で
、
デ
ー 

と
ナ
ン
ド
境
は
土
壁̂

^

鎖
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
デ
ー
の
妻
部
に
は
現
在
奥
行
の
浅 

い
ト
コ
と
ト
ダ
ナ
が
設
け
ら
れ
、
ナ
ン
ド
の
妻
部
に
も
押
入
れ
が
設
け
ら
れ
て
い
る 

が
、
ト
コ
柱
が
中
古
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
と
対
応
す
る
柱
面
に
は
板
が
覆
い
か
ぶ 

せ
て
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
当
初
は
こ
の
部
分
が
妻
部
の
外
壁
で
あ
っ
た
も
の
と
推
察 

す
る
。
す
な
わ
ち
建
築
当
初
の
デ
—
に
は
ト
コ
や
ト
ダ
ナ
は
つ
い
て
お
ら
ず
、
ナ
ン 

ド
に
も
押
入
が
つ
い
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
ザ
シ
キ
と
ダ
イ
ド 

コ
ロ
境
で
は
建
具
を
入
れ
て
い
な
い
な
ど
、
今
井
家
は
古
い
様
式
を
よ
く
伝
え
て
い 

る
。今

井
丑
五
郎
家
は
建
立
に
つ
い
て
の
い
い
伝
え
や
記
録
を
残
し
て
い
な
い
が
、
平 

面
や
架
構
お
よ
び
細
部
手
法
等
に
よ
り
十
八
世
紀
中
期
頃
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

加
藤
一
太
郎
家
は
今
井
家
よ
り
幾
分
建
立
年
代
が
下
降
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の 

で
、
ザ
シ
キ
表
の
サ
マ
が
消
滅
し
、
デ
ー
に
は
奥
行
の
浅
い
ト
コ•

ト
ダ
ナ
が
付
き 

表
側
に
ノ
キ
シ
タ
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
デ
ー
と
ナ
ン
ド
境
は
土
壁
で
閉 

鎖
さ
れ
、
ザ
シ
キ
と
ダ
イ
ド
コ
ロ
境
で
は
建
具
を
入
れ
ず
開
放
さ
れ
て
お
り
、
太
黒 

柱
の
仕
上
げ
も
チ
ョ
ー
ナ
で
あ
る
な
ど
今
井
家
と
近
い
様
式
か
窺
わ
れ
る

,

加
藤
一
太
郎
家
も
建
築
に
つ
い
て
の
い
い
伝
え
や
記
録
を
残
し
て
い
な
い
が
、
以

上
に
述
べ
た
特
徴
や
架
構
お
よ
び
細
部
手
法
等
か
ら
十
八
世
紀
末
期
頃
に
建
立
さ
れ

第3図広間型(復原平曲凶)
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第4図一 1四間取型(復原平面図)

た
遺
構
と
推
定
さ
れ
る
。

北

爪

林I

家
は
加
藤
家
よ
り
さ
ら
に
新
し
い
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
デ
ー 

と
ナ
ン
ド
境
の
土
壁
が
消
滅
し
、
こ
こ
は
す
べ
て
建
具
が
入
り
、
ザ
シ
キ
と
ダ
ィ
ド 

コ
ロ
境
に
も
建
具
が
入
っ
て
、
ザ
シ
キ
は
ダ
ィ
ドn

 

ロ
か
ら
の
連
続
性
を
断
ち
切
っ 

て
、
独
立
し
た
一
個
の
空
間
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ザ
シ
キ
は
居
住
性
を
よ 

り
高
め
た
空
間
と
な
っ
て
い
る
。

当

家

は

当

主(

四
十
ー
オ)

で
四
代
目
に
な
る
と
い
い
伝
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
初 

代
の
人
が
建
っ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
十
九
世
紀
中
期
頃
の
建
立
と
考
え
ら
れ
、
建
築 

様
式
か
ら
推
し
て
も
そ
の
頃
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。

清
水
長
十
郎
家
は
北
爪
林
一
家
と
同
様
な
特
徴
を
示
し
て
い
る
が
、

ヘ
ヤ
と
コ
ザ 

境
お
よ
び
コ
ザ
表
の
中
柱
が
省
略
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
部
分
に
差
鴨
居
が
入
っ
て
い
る 

点
が
よ
り
新
し
い
特
徴
で
あ
る
。

当

家

は

当

主(

六
十
五
才)

で
三
代
目
に
な
る
と
い
い
伝
え
て
い
る
こ
と
、
お
よ 

び
建
築
様
式
か
ら
十
九
世
紀
中
期
頃
の
建
立
と
推
定
さ
れ
る
。

五
、
四

間

取

型

調
査
遺
構
中
で
四
間
取
型
が
最
も
多
く
、
半
数
に
近
い
九
棟
が
こ
の
形
式
に
属
す 

る
も
の
で
あ
っ
た
。

四
間
取
型
は
前
述
の
広
間
型
に
お
け
る
ザ
シ
キ
を
デ
ー
と
ナ
ン
ド
の
間
仕
切
延
長 

線
上
で
仕
切
っ
た
も
の
で
あ
ろ
ぅ
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
大
黒
柱
も
こ
の
間
仕 

切
線
上
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。

長
沢
林
太
郎
家•

小
林
秀
男
家
は
特
徴
が
よ
く
似
て
お
り
、
四
間
取
型
遺
構
で
は 

古
い
も
の
の
な
か
に
入
る
で
あ
ろ
ぅ
。
デ

ー
(

コ
ザ)

と
へ 

ヤ
境
は
土
壁
で
閉
鎖
さ 

れ
、

ヘ
ヤ
と
チ
ャ
ノ
マ
の
裏
側
も
開
放
さ
れ
ず
、
土
壁
で
閉
鎖
さ
れ
て
い
た
も
の
と 

思
わ
れ
る
。

長
沢
林
太
郎
家
は
古
家
を
買
っ
て
建
替
て
か
ら
、
当

主
(

六
十
四
才)

で
四
代
目 

と
い
い
伝
え
、
建
築
様
式
と
併
せ
て
考
察
す
る
と
、

一
九
世
紀
初
期
頃
の
建
立
と
思

長沢林太郎家 小林秀男家 小川守太郎家 新井達也家



わ
れ
る
。

小
林
秀
男
家
は
中
原
の
藤
生
家
を
買
つ
て
再
建
し
た
も
の
と
伝
え
る
が
、
再
建
の 

時
期
に
つ
い
て
は
い
い
つ
た
え
て
い
な
い
。
し
か
し
、
建
築
様
式
か
ら
前
記
の
長
沢 

家
と
同
時
期
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。

小
川
守
太
郎
家
は
チ
ャ
ノ
マ
の
裏
側
の
土
壁
が
消
滅
し
、
建
具
が
入
つ
て
い
る
た 

め
、
裏
側
か
ら
も
採
光
お
ょ
び
通
風
を
可
能
に
し
て
い
る
。

当
家
は
明
治
二
十
三
年
生
れ
の
人(

昭
和
四
十
一
年
没)

か
ら
の
い
い
伝
え
に
ょ 

れ
ば
、
庭
に
あ
る
杉
の
木(

一
七
〇
年
位
経
つ
て
い
る
と
い
わ
れ
る)

と
同
年
位
で 

あ
る
と
い
わ
れ
、
ま
た
、
初
代
は
天
保
三
年
に
没
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
と
、

建
築
様
式
と
か
ら
推
察
し
て
当
家
は-

九
世
紀
初
期
頃
の
建
立
と
推
定
さ
れ
る
。

新
井
達
也
家
は
ナ
ン
ド
と
チ
ャ
ノ
マ
の
裏
側
が
半
分
開
放
さ
れ
、
チ
ャ
ノ
マ
だ
け 

で
な
く
ナ
ン
ド
へ
も
裏
側
よ
り
採
光
し
て
い
る
。
し
か
し
、
オ

ク
(

デ
ー)

と
ナ
ン 

ド
境
は
前
述
の
三
棟
と
同
様
に
土
壁
で
閉
鎖
さ
れ
て
お
り
、
古
い
間
仕
切
手
法
を
残 

し
て
い
る
。

当
家
は
建
築
に
つ
い
て
の
い
い
伝
え
や
記
録
な
ど
を
残
し
て
い
な
い
が
、

一
九
世 

紀
初
期
頃
に
建
立
さ
れ
た
遺
構
と
思
わ
れ
る
。

藤
生
新
三
郎
家
は
裏
側
を
桁
行
全
体
に
わ
た
っ
て
改
造
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
部 

分
の
復
原
は
困
難
で
あ
る
。
当
家
の
前
述
し
た
四
遺
構
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
、
ナ
ン



ド
と
デ
ー
境
の
間
仕
切
の
土
壁
が
半
分
消
滅
し
、
こ
こ
に
建
具
が
入
っ
て
、
ナ
ン
ド
は 

デ
ー
か
ら
も
出
入
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
ナ
ン
ド
と 

デ
ー
境
の
間
仕
切
と
し
て
新
し
い
手
法
で
あ
る
。

当
家
は
市
左
衛
門(

嘉
永
四
年
没)

の
代
に
現
在
地
に
移
り
住
ん
だ
と
い
い
伝
え 

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
市
左
衛
門
か
建
築
し
た
も
の
と
思
わ
れ
、
十
九
世
紀
初
期
頃
に 

建
立
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

清
水
福
太
郎
家
は
藤
生
新
三
郎
と
同
様
に
ナ
ン
ド
と
コ
ザ(

デ
ー)

境
の
間
仕
切 

の
半
分
を
開
放
し
建
具
を
入
れ
、
さ
ら
に
ナ
ン
ド
と
チ
ャ
ノ
マ
の
裏
側
も
半
分
を
開 

放
し
、
こ
こ
よ
り
採
光•

通
風
を
可
能
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
ナ
ン
ド
の
上
手
に
は 

押
入
を
二
つ
設
け
て
い
る
。

コ
ザ
と
ザ
シ
キ
表
で
は
中
柱
を
省
略
し
、
差
鴨
居
を
用
い
て
い
る
点
は
新
し
い
手 

法
で
あ
る
。

当
家
は
名
主
の
家
柄
で
あ
っ
た
た
め
、
ザ
シ
キ
の
前
に
式
台
を
設
け
て
、
こ
こ
を 

玄
関
と
し
、
前
面
の
軒
裏
を
セ
ガ
ィ
造
に
し
て
格
式
を
表
現
し
て
い
る
。
し
か
し
、
 

全
体
の
建
築
様
式
は
こ
の
頃
の
他
の
遺
構
と
大
差
な
い
。
そ
し
て
、
当
家
は
慶
応
二 

年
に
建
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
い
伝
え
ら
れ
、
建
築
様
式
か
ら
み
て
も
そ
の
頃 

の
建
立
と
み
て
間
違
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

清
水
浅
男
家
は
前
述
の
清
水
福
太
郎
家
と
同
様
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
が
、
式
台 

お
よ
び
セ
ガ
ィ
等
格
式
的
表
現
は
除
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
当
家
が
名
主
の
家
柄
で 

は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

清
水
浅
男
家
は
浅
次
郎(

明
治
三
十
四
年
七
十
三
才
没)

が
建
築
し
た
と
い
い
伝 

え
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
一
九
世
紀
中
期
頃
に
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
 

当
家
は
軒
桁
を
少
し
高
め
て
中
二
階
を
設
け
て
い
る
。

久
保
田
潔
家
は
ヘ
ヤ
と
コ
ザ(

デ
ー)

境
の
半
分
を
相
変
ら
ず
土
壁
で
閉
鎖
し
て 

い
る
が
、

へ
ヤ
と
チ
ャ
ノ
マ
の
裏
側
は
コ
ザ•

ザ
シ
キ
の
前
面
と
同
様
に
幅
二
間
を 

開
放
し
て
い
る
の
で
、
前
面
の
ノ
キ
シ
タ
が
な
け
れ
ば
、
ど
ち
ら
が
表
か
裏
か
わ
か 

ら
な
い
よ
う
な
柱
間
装
置
と
な
っ
て
い
る
。

当
家
は
当
主
の
母(

明
治
三
年
生)

’
が
八
才
の
時
建
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

一
八
七
八
年
の
建
立
で
あ
る
。

藤
生
長
蔵
家
は
清
水
浅
男
家
と
似
た
平
面
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
が
、
規
模
は
一 

回
り
小
さ
く
な
っ
て
い
る
。
当

家

は
当

主(

八
十
六
才)

が
五
才
の
時
、
建
っ
た
と 

い
ぅ
か
ら
一
八
九
二
年
頃
の
建
立
で
あ
る
。

当
家
は
調
査
遺
構
中
の
四
間
取
型
で
は
最
も
新
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
前
面
は
土 

間
の
ノ
キ
シ
タ
で
、
こ
こ
は
エ
ン
ガ
ワ
と
な
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
ナ
ン
ド
と
コ
ザ 

境
の
間
仕
切
で
は
土
壁
が
半
分
残
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
こ
の
間
仕
切
は
十
九
世
紀 

末
期
に
な
っ
て
も
、
そ
の
す
べ
て
を
開
放
し
て
い
な
い
わ
け
で
あ
る
。
ナ
ン
ド
と
コ 

ザ
(

デ
ー)

境
の
間
仕
切
に
こ
の
よ
ぅ
な
例
が
み
ら
れ
る
の
は
、
他
地
方
の
場
合
一 

九
世
紀
初
期
頃
ま
で
溯
る
の
が
普
通
で
あ
る
の
で
、
こ
の
部
分
の
柱
間
装
置
に
約
半 

世
紀
以
上
の
遅
れ
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
当
地
方
で
は
床
上
表
側
の
開
口
部
に
差
鴨 

居
が
入
り
、
中
柱
を
省
略
す
る
の
が
一
九
世
紀
中
期
頃
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
他
地
方 

よ
り
半
世
紀
近
く
遅
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
当
家
の
場
合
は
一
九
世
紀
末
期
の
建
立 

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
床
上
表
側
の
開
口
部
に
中
柱
を
残
し
て
お
り
、
差
鴨
居
を 

丄
ハ
、
多

間

取

型

幕
末
の
頃
に
な
る
と
有
力
名
主
の
家
は
一
般
農
家
の
家
よ
り
も
規
模
が
大
き
く 

な
っ
て
室
数
が
増
加
す
る
。

新
井
真
三
郎
家
は
中
原
地
区
の
有
力
名
主
の
家
柄
で
、
主
屋
の
南
に
今
日
で
も
立 

派
な
長
屋
門
を
残
し
て
い
る
。
当
家
は
新
井
四
郎
右
衛
門
希
舜(

文
化
元
甲
子
年
十 

月
七
日
没)

が
建
っ
た
も
の
と
い
い
伝
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
十
八
世
紀
末
期
頃
の
建 

立
と
思
わ
れ
る
。
当
家
の
平
面
は
上
手
に
二
室•

下
手
に
ダ
ィ
ド
コ
ロ
に
接
し
て
三 

室
を
配
し
た
五
間
取
に
な
っ
て
い
る
。
上
手
の
表
側
の
室
を
オ
ク
と
よ
び
、
こ
の
室 

の
裏
側
の
ナ
ン
ド
境
に
は
、
ト

コ•

ト
ダ
ナ
が
設
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ 

の
室
は
客
間
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ナ
ン
ド
は
他
の
遺
構
と
同
様
、
 

家
族
の
寝
室
に
用
い
ら
れ
た
。



ダ
ィ
ド
コ
ロ
に
接
し
た
表
側
の
室
は
、
ョ
リ
ツ
キ
と
よ
ば
れ
、
そ
の
前
面
を
ゲ
ン 

カ
ン
と
よ
ん
で
、
こ
こ
に
式
台
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
式
台
は
床
を
低
く
張
っ
て
、
 

客
を
送
迎
し
礼
を
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
ぅ
な
式
台
が
設
け
ら
れ
る
の
は 

名
主
以
上
の
格
式
あ
る
家
柄
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
た
。

チ
ャ
ノ
マ
は
家
族
の
居
間
に
使
用
さ
れ
、
こ
の
室
の
裏
側
に
奥
行
一
間
程
の
小
さ 

な
室
が
配
さ
れ
て
い
る
が
、
室
名
は
不
明
で
あ
っ
た
。
恐
ら
く
こ
こ
は
家
族
の
食
事 

室
に
使
用
さ
れ
た
空
間
で
あ
ろ
ぅ
。

椎
名
敏
夫
家
は
下
野
国
佐
野
の
鋳
物
屋
の
出
身
と
い
い
、
元
禄
時
代
に
当
地
に
落 

ち
着
き
、
屋

号

を"

ナ
ベ
ヤ"

と
い
っ
て
い
る
。

薮
塚
本
町
で
は
一
番
の
財
閥
と
い
わ
れ
、
名
主
の
家
柄
で
ぁ
っ
た
。
火
災
に
ぁ
い
、
 

元
治
元(

一
八
六
四)

年
に
再
建
し
た
も
の
が
現
存
の
主
屋
で
ぁ
る
と
い
い
伝
え
る
。
 

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
各
遺
構
は
す
べ
て
〃
ク
ズ
ヤ"

と
称
し
て
、
草
葺
の
屋
根 

で
ぁ
っ
た
が
、
椎
名
家
は
互
葺
総
二
階
造
り
で
、

一
階
平
面
は
表
側
に
三
室
、
裏
側 

に
三
室
を
配
し
た
六
間
取
型
を
示
し
、
表
と
裏
に
ロ
ー
ヵ
を
付
け
た
大
規
模
な
構
え 

は
財
閥
名
主
の
家
柄
を
し
の
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
。

七
、
町
屋
形
式
の
民
家

街
道
筋
の
町
人
の
家(

町
屋)

は
、
ふ
つ
ぅ
妻
側
を
表
通
り
に
面
し
て
、
軒
を
つ 

ら
ね
て
た
ち
並
ん
で
い
た
。

こ
れ
ら
の
家
は
通
常
、

一
方
に
片
寄
っ
て
入
口
が
設
け 

ら
れ
、
入
口
の
中
は
奥
ま
で
通
ず
る
通
り
庭
と
よ
ば
れ
る
土
間
で
、
こ
こ
に
井
戸. 

か
ま
ど•

流
し
な
ど
が
並
べ
ら
れ
、
台
所
と
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
各
室
は
土
間 

に
そ
っ
て
手
前
か
ら
奥
の
方
へ
一
列
に
並
べ
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
ぅ
な
間
取
を
一 

般
に
町
屋
形
式
の
平
面
と
よ
ん
で
い
る
。

町
田
新
一
家
あ
観b

道
添
に
た
つ
：
^

B-
の
建
築
で
、
大
正
時
代
の
終
り
頃
ま
で
旅 

人
の
菌
泊
所
と
な
っ
て
い
た
遺
構
で
ぁ
る
。
建
築
に
つ
い
て
の
い
い
伝
え
や
記
録
は 

残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
十
九
世
紀
中
期
頃
に
建
立
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の

第5図 多間取型(復原平面図)

椎名敏夫家
新井真三郎家

第6図 町屋形式(復原平面凶)

町田新一家



斎藤角太郎家 坂本市蔵家

今井丑五郎家

クズ屋根にトタンをかぶせてある。

今井丑五郎 家大黒柱

大黒柱がザシキ側(右側)にとび出てV、る(大黒柱の逃げ 

がないという)ため、この部分の畳は大黒柱がとび出てい 

る部分だけ欠いている。

当初はザシキに畳を入れていなかった証拠である。

佐藤政次郎家

小林源作家

松村多一冢



加藤一太郎家のハタバのサマ 
復原するとサマの部分は土壁となり、ハタバの部分にウマ 

ヤがあったので、建立当初のこの部分はハタバではなかっ 

たことになる。

今井丑五郎家
表側の柱に元は"サマ〃であった 

痕跡が残っている。

今井丑五郎家の屋根裏

北爪林一家

加藤-^太郎家北爪林一家のエンガワ
元はエンガワでなく ノキシタであった〇



小川守太郎家

トブグチ右側のサマは復原すると土壁になる。

小川守太郎家大黒柱 
当家の大黒柱はダイドコ側(右)に逃 

げている。当初よりザシキに畳が入っ 

た証拠である。

新井達也家

清水長十郎家

清水長十郎家は天井がなく、下から小屋組がよく見える。 

当地方の民家の多くはこのように天井がなかった。

長沢林太郎家

小林秀男家



清水福太郎家のエンガワ

藤生新三郎家

藤生新三郎家のデー

清水福太郎家

藤生新三郎家
ダイドコロ裏側より大黒柱をみる。

清水福太郎家
このエンガワの部分が当初は式台であった。



清水浅男家の大黒柱 

大黒柱はダイドコロ側(右側)に 

逃げている。

久保田潔家

東側の屋根が兜造になっており、当地方ではめずらしV、屋 

根形式である。

清水福太郎家
ハタバの内部、コーシ棒の入ったサマの部分は復原すると 

土壁となり、ここにウマヤがあった。したがって当初はハ 

タバでなかったものと推察する。

清水浅男家

軒桁を少し高めて中2階をつくっている

当地方での2階屋は幕末の遺構でもあまりみられない。

清水浅男家

トブグチの大戸、中央に小さな 

くぐり戸がつV、てレ、る。

藤生長蔵家



新井真三郎家長屋門

藤生長蔵家のノキシタ

新井真三郎 家主屋
トブグチ右側の格子戸の部分は復原すると土壁になる。

藤生長蔵家
ダイドコロよりザシキをみる。

椎名敏夫家 藤生長蔵家
コザとナンド境の柱に残る土壁の痕跡



町田新-^家の壁に 

書かれた落書

これによって大正10年頃はまだ旅 

館業をしてV、たことがわかる。

小林秀男家

デーとナンド境の柱に残る土壁の痕跡

椎名敏夫家の大黒柱 
大黒柱はダイドコロ側(左側)に逃 

げており差鴨居はザシキ側に寄せて 

とりつけられている。

町田新一家

当家は旅籠であったため、内部の間取は農家と異なり、妻 

入りで向って左側が土間、右側が床上となってV、る。

町田新一家内部



平
面
ょ
第
六
図
の̂
^

っ
で
、
通
り
庭
と
し
て
の
ダ
ィ
ド
コ
ロ
を
持
つ
町
屋
形
式
の
平 

面
で
、
妻
側
を
道
路
に
面
し
て
た
つ
二
階
屋
で
あ
る
。
屋
根
は
現
在
鉄
板
葺
と
な
っ 

て
い
る
が
、
元
は
板
葺
で
あ
っ
た
。
当
家
は
銅
街
道
添
に
た
つ
町
屋
造
り
の
唯
一
の 

遺
構
で
あ
る
。

八
、
屋

根

の

グ

シ

古
老
の
話
に
よ
る
と
、
昔

は"

ク
レ
グ
シ"

と
い
っ
て
、
山
か
ら
ク
レ(

土
が
あ 

つ
く
つ
い
た
芝)

を
と
っ
て
き
て
葺
い
た
も
の
だ
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
昔
は
グ 

シ
に
岩
松•

あ
や
め•

ゆ
り•

ほ
う
ず
き
な
ど
が
生
え
て
い
て
、
そ
れ
か
草
屋
根
と 

マ
ッ
チ
し
、
大
変
よ
か
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
今
日
で
は
そ
の
よ
う
な
グ
シ
は
一 

軒
も
見
受
け
ら
れ
ず
、
草
屋
根
の
遺
構
で
も
そ
れ
ら
の
す
べ
て
が
瓦
あ
る
い
は
鉄
板 

葺
の
グ
シ
で
あ
っ
た
。(

桑
原
稔)



有
形
民
俗
資
料

今
回
の
調
査
で
は
、有
形
民
俗
資
料
に
つ
い
て
の
報
告
は
ニ
ヵ
所
だ
け
で.
あ
っ
た
。
 

そ
の
た
め
に
、
本
調
査
の
あ
と
、
若
干
の
補
足
調
査
を
お
こ
な
っ
て
、
そ
の
補
い
を 

し
た
。
本
町
で
は
、
資
料
館
開
設
の
計
画
が
あ
り
す
で
に
町
内
の
人
た
ち
か
ら
寄
付 

さ
れ
た
有
形
民
俗
資
料
類
が
約
二
百
点
あ
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
未
整
理
で
あ
る
が
、
 

農
具
類
が
大
部
分
をi

め
て
い
る
。

報
告
例
が
す
く
な
い
の
で
、
以
下
便
宜
上
大
項
目
に
分
類
し
て
、
簡
単
に
説
明
を 

加
え
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
生
産
生
業
、
衣
食
住
等
の
別
項
に
も
関
係
資
料
が
収
録 

さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

一
、
農

具

類

内
容
的
に
は
、
耕
作
用
具•

収
穫
用
具•

養
蚕
用
具
そ
の
他
に
分
類
す
る
こ
と
が 

で
き
る
。
網
羅
的
に
分
類
し
た
も
の
で
な
い
の
で
、
町
内
の
農
具
の
ご
く 

一
部
に
す 

ぎ
な
い
。
報
告
さ
れ
た
も
の
の
中
で
、
と
く
に
特
徴
的
な
も
の
を
あ
げ
れ
ば
、
カ
ゼ 

ヨ
ケ
グ
ワ
と
、
ク
ロ
ク
ワ
で
あ
ろ
う
。

本
地
方
が
砂
質
地
帯
で
あ
っ
て
、
郷
土
誌(

明
治
四
十
三
年
刊)

に
、
「風
散
し
易 

き
軽
埃
土
な
り
」
と
あ
る
。
カ
ゼ
ヨ
ケ
グ
ワ
は
、
は
た
け
の
砂
が
風
に
吹
き
と
ば
さ 

れ
な
い
よ
う
に
、
ム
ギ
ば
た
け
に
、
さ
く
の
北
あ
る
い
は
西
側
に
、
ム
ギ
ワ
ラ
を
二 

つ
折
り
に
し
て
さ
し
こ
む
穴
を
掘
る
道
具
で
あ
る
。
こ
の
仕
事
は
十
二
月
中
に
す
る 

も
の
で
あ
る
〇

つ
ぎ
に
ク
ロ
ク
ワ
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
テ
ン
ガ(

手
鍬)

よ
り
大
き
な
鍬
で
、
写 

真
に
み
る
よ
う
に
、
刃
も
厚
く
大
き
く
、
柄
の
角
度
も
手
鍬
よ
り
大
き
く
な
っ
て
い 

る
。
開
墾
用
に
つ
か
っ
た
も
の
で
ア
ラ
ク
グ
ワ
と
も
開
墾
グ
ワ
と
も
い
う
。
ク
ロ
ク 

ワ
で
き
っ
た
ク
ワ
を
カ
ナ
カ
ギ
に
さ
し
て
土
を
は
た
い
て
乾
燥
さ
せ
、
あ
と
で
燃
し

た
。
な
お
、
ク
ロ
ク
ワ
の
標
準
は
、
刃
の
巾
が
六
寸
、
長
さ
が
九
寸
と
い
う
。

以
下
、
各
農
具
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
簡
単
な
説
明
を
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
 

マ
ン
ノ
ウ 

サ
ツ
マ
ィ
モ
を
掘
っ
た
り
、
は
た
け
に
穴
を
掘
っ
た
り
す
る
と
き
に 

つ
か
う
。
ま
た
、
堆
肥
を
く
ず
す
と
き
に
も
つ
か
っ
た
。

ト
ウ
グ
ワ 

土
を
掘
る
の
に
つ
か
う
。

ア
ゼ
カ
キ 

は
た
け
の
あ
ぜ
を
か
い
た
り
、草
と
り
を
す
る
の
に
つ
か
、っ
。
ク
サ
ッ 

ケ
ズ
り
と
も
い
う
。

レ
—
キ 

ア
ゼ
カ
キ
で
は
た
け
の
除
草
を
し
た
あ
と
、
レ
—
キ
で
草
の
土
を
は
た 

い
た
り
す
る
。
ま
た
水
田
で
は
代
か
き
の
と
き
に
、
マ
ン
ガ(

馬
鍬)

で
田
を
お
し 

た
あ
と
、
レ
ー
キ
で
な
ら
し
て
う
え
し
ろ
を
つ
く
っ
た
。

ク
ワ
田
畑
の
中
耕
に
つ
か
っ
た
。

フ
オ
—
ク 

堆
肥
を
か
え
し
た
り
、
車
に
つ
む
と
き
に
つ
か
っ
た
。
ま
た
、
堆
肥 

を
田
畑
に
散
ら
す
と
き
に
も
つ
か
っ
た
。

フ
リ
マ
ン
ガ 

田
畑
の
地
な
ら
し
に
つ
か
っ
た
。
お
お
ぐ
わ
を
か
け
た
あ
と
、
土 

を
こ
ま
か
く
砕
く
の
に
つ
か
っ
た
。
夫
婦
二
人
で
ふ
る
こ
と
が
多
い
の
で
夫
婦
マ
ン 

ガ
と
も
い
う
。

エ
ン
ガ 

は
た
け
う
な
い
に
つ
か
っ
た
。

エ
ン
ガ
が
う
ま
く
つ
か
え
た
り
、
馬
が 

う
ま
く
つ
か
え
れ
ば
百
姓
は
一
人
前
だ
と
い
わ
れ
、
ど
こ 

へ
日
傭
と
り
に
行
っ
て
も
、
 

一
人
前
の
給
金
が
も
ら
え
た
と
い
う
。

に
な
い
桶
下
肥
を
お
も
に
畑
に
は
こ
ぶ
の
に
つ
か
っ
た
。
天
秤
棒
で
か
つ
い
だ
。
 

桶
二
本
で
一
荷
と
い
っ
た
。
こ
れ
が
満
足
に
か
つ
げ
れ
ば
、

一
人
前
の
百
姓
だ
と
い 

わ
れ
た
。

ツ
ミ
ザ
ル 

ケ
エ
ザ
ル
と
も
い
、っ
。
こ
や
し
を
入
れ
て
は
た
け
に
も
っ
て
行
っ
て
、



手
で
つ
か
ん
で
く
ば
っ
た
。
写
真
の
よ
う
に
つ
な
を
つ
け
て
か
た
か
ら
さ
げ
た
。
 

苗
取
台 

田
植
の
と
き
、
苗
と
り
に
つ
か
っ
た
。
こ
れ
に
俵
っ
ぺ
し
を
の
せ
て
つ 

か
う
。
か
ご
や
で
つ
く
っ
て
も
ら
っ
た
。
苗
取
台
が
で
き
る
前
に
、
コ
ム
ギ
わ
ら
を 

ぎ
っ
ち
り
ま
る
い
た
も
の
に
腰
を
か
け
て
苗
取
り
を
し
た
と
い
う
。

苗
か
つ
ぎ
カ
ゴ 

こ
れ
に
竹
の
つ
る
を
つ
け
た
。
苗
を
入
れ
て
、
天
秤
棒
で
か
つ 

い
で
田
へ
も
っ
て
い
っ
て
く
ば
っ
た
。

ミ
ノ 

ミ
チ
シ
バ
や
イ
ネ
ワ
ラ
で
つ
く
っ
た
。_

寒
製
の
も
の
と 

買
っ
た
も
の 

と
あ
っ
た
。
買
っ
た
も
の
は
、
む
か
し
、
前
橋
の
監
獄
で
つ
く
っ
た
と
い
う
の
で
、
 

監
獄
ミ
ノ
と
も
い
っ
た
。
お
も
に
、
田
植
の
と
き
に
男
衆
が
着
た
。

ふ
り
棒 

麦
•

小
麦•

稲
な
ど
の
ノ
ゲ
を
お
と
す
の
に
つ
か
っ
た
。
ぼ
う
ち
う
た 

に
あ
わ
せ
て
仕
事
を
し
た
。
こ
れ
が
ち
ょ
う
が
に(

一
人
前
に)

ぶ
て
る
よ
う
に
な
る 

の
は
大
変
だ
っ
た
と
い
、っ
。
ぼ
う
ち
ぶ
ち
は
、
隣
近
所
の
人
が
組
ん
で
や
っ
た
。

サ
ナ 

大
麦•

小
麦•

ソ
バ
を
こ
の
上
で
ぶ
っ
て
実
を
お
と
し
た
。
写
真
で
み
る 

と
お
り
ワ
ク
で
仕
切
ら
れ
て
い
る
が
、

一
わ
く
に
ひ
と
り
ず
つ
は
い
っ
て
や
っ
た
。
 

足
踏
み
の
脱
殼
機
を
つ
か
う
よ
う
に
な
る
ま
で(

昭
和
初
年)

つ
か
っ
て
い
た
。
写 

真
の
サ
ナ
は
大
正
三
年
製
の
も
の
。

カ
ナ
ゴ
キ 

イ
ネ
こ
き
、
ム
ギ
こ
き
に
つ
か
っ
た
。
写
真
の
も
の
は
足
が
と
れ
て 

い
る
。
昭
和
の
は
じ
め
ご
ろ
ま
で
つ
か
っ
て
い
た
。

ト
ウ
ミ 

穀
物
の
選
別
に
つ
か
っ
た
。
ア
イ
と
か
ゴ
ミ
を
ふ
る
い
わ
け
た
。
写
真 

の
も
の
は
慶
応
元
年
に
、
館
林
領
狸
塚
で
つ
く
っ
た
も
の
。

R
 

穀
類
の
選
別
に
つ
か
っ
た
。
サ
ク
ラ
の
皮
と
シ
ノ
で
つ
く
っ
た
も
の
と
、
フ 

ジ
の
つ
る
と
シ
ノ
で
つ
く
っ
た
も
の
が
あ
る
。

ム
ギ
ぶ
る
い 

ム
ギ
ぶ
ち
を
し
た
あ
と
、
あ
ら
い
の
と
こ
ま
か
い
の
を
ふ
る
い
わ 

け
て
、
そ
の
あ
と
万
石
に
か
け
た
。

石
臼 

米
•

ア
ワ•

ム
ギ•

モ
ロ
コ
シ•

ソ
バ
な
ど
を
ひ
い
た
。
特
に
、
ソ
バ
を 

ひ
く
と
き
に
は
、
前
に
ひ
い
た
も
の
と
ま
じ
ら
な
い
よ
う
に
、
み
ご
ぼ
う
き
で
き
れ 

い
に
石
臼
の
自
を
掃
除
し
て
か
ら
ひ
い
た
。
な
お
、
石
臼
の
上
に
の
る
と
、
背
が
低 

く
な
る
と
い
い
、
子
ど
も
か
こ
の
上
に
の
ら
な
い
よ
う
に
注
意
し
た

二
、 
養

蚕•

製
糸
用
具
な
ど

こ
の
関
係
の
資
料
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
っ
た
。
資
料
か
す
く
な
い
と
い
ぅ
こ
と
で 

は
な
く
、
調
査
員
が
報
告
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
時
間
の
制
約
も
あ 

る
の
で
、
こ
こ
で
は
報
告
の
あ
っ
た
分
だ
け
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

ク
ワ
ノ
オ
シ
ギ
リ 

蚕
の
条
桑
育
の
と
き
に
、
桑
の
長
さ
を
そ
ろ
え
る
の
に
つ 

か
っ
た
も
の
。
桑
の
先
を
そ
ろ
え
て
、
根
立
の
ほ
ぅ
を
き
っ
た
。

ギ
バ
チ 

蚕
の
上
簇
の
と
き
に
、
こ
の
中
に
熟
蚕
を
ひ
ろ
っ
た
。

マ
ブ
シ
あ
み
機 

わ
ら
で
、
お
り
ま
げ
ま
ぶ
し(

シ
マ
ダ
と
も
い
う)

を
つ
く
る 

の
に
つ
か
っ
た
。
昭
和
十
年
ご
、ろ
ま
で
つ
か
っ
て
い
た
。

メ
カ
ゴ 

メ
ケ
エ
と
も
い
、っ
。
ま
ゆ
を
出
荷
す
る
と
き
に
つ
か
う
。
ま
ゆ
を
メ
エ 

ブ
ク
ロ 
(

ま
ゆ
ぶ
く
ろ
、
布
製)

の
中
に
入
れ
て
か
ら 

こ
の
か
こ
の
中
に
入
れ
て 

出
荷
し
た
。
こ
の
カ
ゴ
の
中
に
八
貫
か
ら
十
貫
の
ま
ゆ
が
入
っ
た
。

ワ
タ
ク
リ 

わ
た
を
は
た
け
か
ら
と
っ
て
き
て
、
わ
た
と
た
ね
を
わ
け
る
と
き
に 

つ
か
っ
た•
も
の
。
こ
の
写
真
の
も
の
は
、
太
田
仲
町
の
山
田
屋
で
子
年
に
つ
く
っ
た 

と
あ
る
。

ザ
グ
リ
糸
ひ
き
に
つ
か
っ
た
。

ま
わ
た
か
け
く
ず
ま
ゆ
を
に
て
、
こ
の
わ
く
に
か
け
た
。
ま
わ
た
は
、
布
団
と 

か
ね
ま
き
の
中
に
入
れ
て
、
わ
た
が
き
れ
な
い
よ
ぅ
に
し
た
も
の
。

糸
よ
り
機 

足
ぶ
み
の
も
の
。
昭
和
十
七
、
八
年
ご
ろ
ま
で
つ
か
っ
て
い
た
と
い 

う
〇は

ん
ば
た
し
伊
勢
崎
機
を
織
っ
た
も
の
。
桐
生
機
を
織
っ
た
は
た
し
は
長
ば
た 

し
と
い
っ
て
、
こ
れ
よ
り
大
き
か
っ
た
。

三
、 
生
活
用
具
そ
の
他

こ
こ
に
は
、
生
活
一
般
に
使
用
し
た
道
具
類
を
中
心
に
し
て
、
ま
と
め
て
み
た
。
 

こ
れ
も
資
料
の
数
が
す
く
な
く
、
と
り
た
て
て
特
色
な
ど
も
い
う
ほ
ど
の
こ
と
は
な 

い
。
し
い
て
あ
げ
れ
ば
、
つ
る
べ
が
井
戸
の
中
に
落
ち
た
と
き
に
、
ィ
カ
リ
を
お
ろ



し
て
つ
り
あ
げ
た
と̂
^

つ
こ
と
く
ら
い
で
あ
ろ
う
か
。
内
容
別
に
分
類
す
る
ほ
ど
で 

も
な
い
の
で
、
資
料
を
羅
列
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

ラ
ン
プ
と
提
灯 

大
久
保
は
こ
の
近
辺
で
も
お
そ
く
ま
で
ラ
ン
プ
を
つ
か
つ
て
い 

た
の
で
有
名
で
あ
る
と
い
う
。
「大
久
保
の
す
す
け
ラ
ン
プ
」
と
い
わ
れ
て
い
た
。
大 

久
保
に
電
灯
が
つ
い
た
の
は
昭
和
二
年
で
、
近
在
よ
り
い
く
分
お
そ
か
つ
た
。

ト
ウ
ゲ
—

神
棚
の
大
神
宮
様
に
あ
か
り
を
あ
げ
る
と
き
に
、
あ
ぶ
な
く
な
い
よ 

、つ
に
、
こ
れ
を
あ
か
り
に
か
ぶ
せ
た
の
で
あ
る
。

あ
ん
ど
ん 

大
久
保
で
は
「大
久
保
の
キ
ノ
コ
芝
居
」
と
い
わ
れ
、
む
ら
芝
居
が 

さ
か
ん
で
あ
つ
た
。
む
ら
芝
居
の
と
き
、
こ
の
あ
ん
ど
ん
を
小
道
具
と
し
て
か
し
た 

と
い
う
〇

オ
ニ
ジ
ャ
ク
シ 

ギ
リ
シ
ラ
ズ(

義
理
知
ら
ず)

と
も
、
テ
マ
エ
ガ
ッ
テ(

手
前 

勝
手)

と
も
い
う
。
竹
で
つ
く
り
、
自
家
製
で
あ
る
。
に
ぼ
う
と
を
よ
そ
う
と
き
に 

つ
か
つ
た
。

ウ
ス 

こ
れ
は
米
搗
き
の
た
め
の
臼
で
あ
る
。
大
き
な
キ
ネ
を
つ
か
つ
て
つ
い
た
。
 

一
度
に
二
斗
つ
け
る
の
で
、
二
斗
ば
り
の
う
す
と
い
う
。

箱
膳 

箱
膳
の
中
に
は
、
ご
は
ん
の
茶
わ
ん
、
汁
の
わ
ん
、
お
か
ず
の
皿
、
箸
な 

ど
を
入
れ
て
お
い
た
。
子
ど
も
に
は
、
む
か
し
は
数
え
五
つ
の
と
き
に
買
つ
て
や
つ 

た
(

大
久
保
の
場
合)
。
嫁
は
と
つ
ぎ
先
で
買
つ
て
く
れ
た
。
お
勝
手
に
膳
棚
が
あ
つ 

て
、
そ
こ
へ
箱
膳
は
し
ま
つ
て
お
い
た
。
大
久
保
で
は
、
昭
和
二
十
四
、
五
年
ご
ろ 

ま
で
箱
膳
を
つ
か
つ
て
い
た
。
早
い
家
で
、
終
戦
の
二
、
三
年
前
ご
ろ
か
ら
テ
ー
ブ 

ル
に
し
て
い
た
場
合
も
あ
る
。

ヤ
ゲ
ン 

ケ
ヤ
キ
で
つ
く
つ
て
あ
る
。
こ
れ
は
明
治
の
末
年
に
つ
く
つ
た
も
の
。
 

ト
ウ
ガ
ラ
シ
と
か
、
ゴ
マ
を
つ
ぶ
す
の
に
つ
か
つ
た
。

ホ
ケ
エ 

祝
儀
不
祝
儀
あ
る
い
は
新
築
祝
い
の
と
き
な
ど
に
つ
か
う
。
こ
の
写
真 

の
ホ
ケ
エ
に
は
四
升
入
つ
た
。
ホ
ケ
エ
ニ
つ
で
一
荷
と
か
一
駄
と
い
う
。

か
け
や 

こ
れ
は
カ
シ
で
つ
く
つ
た
も
の
。
く
い
を
ぶ
つ
と
き
に
つ
か
う
。

ィ
カ
リ,

つ
る
べ
井
戸
の
時
代
に
、
よ
く
つ
な
が
き
れ
て
つ
る
べ
が
井
戸
の
中
に 

落
ち
た
。
そ
ん
な
と
き
に
、
こ
の
ィ
カ
リ
で
、
お
ち
た
桶
を
ひ
き
あ
げ
た
と
い
う
。

こ
の
辺
の
井
戸
は
深
く
て
、
三
十
尺
か
ら
四
十
尺
も
あ
っ
た
。

荷
鞍 

馬
に
乗
せ
て
、
荷
を
つ
け
る
の
に
つ
か
っ
た
。
 

'

□

—
ソ
ク
立
て

マ
ユ
を
は
か
る
枬 

紙
製
の
も
の
。
方
八
寸
五
分
五
厘
、

深
八
寸
九
分
と
あ
り
、
 

こ
れ
で
一
升
で
あ
っ
た
。
わ
き
に
「春
升
験
」
と
あ
り
、
明
治
十
九
年
六
月
十
九
日 

検
査
、
明
治
二
十
年
六
月
七
日
検
査
と
記
し
て
あ
る
。
製
造
人
は
、
埼
玉
県
比
企
郡 

小
川
村
錦
町•

小

谷(
某)

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
中
に
乾
燥
マ
ユ
を
入
れ
た
も
の 

で
、
マ
ユ
買
い
は
家
人
と
話
し
を
し
な
が
ら
、
マ
ユ
を
つ
め
た
と
い
ぅ
。

こ
れ
で
は 

売
り
手
が
損
を
し
た
と
い
ぅ
こ
と
で
あ
る
。(

井
田
安
雄)



7リマンガ(山ノ神)

(上野勇撮影)

エンガ(薮塚)

(井田安雄撮影)

トーグワ(山ノ神)

(上野勇撮影)

アゼカキとマンノー(山ノ神)

(朝岡紀三男撮影)

にない™ k二局ノ

(朝岡紀三男撮影)
アゼカキ(山ノ神)

(上野勇撮影)

ツミザル(大久保)

(井田安雄撮影)

左からレーキ、クワ、マンノー、 

アセ'カキ、フォーク(山ノ神) 

(朝岡紀三男撮影)

カセ'ヨケグワ(山ノ神)
(上野勇撮影)

カセ''ヨケグワ(山ノ神) 

(上野勇撮影)

手鍬とクロクワ(手前のもの) 

(大久保)(井田安雄撮影)

アラクグワとカナカギ(左)

(藪塚)(井田安雄撮影)

マンノー(山ノ神)

(上野勇撮影)



ムギぶるい(大久保)

(井田安雄撮影)

石臼(山ノ神)

(上野勇撮影)

サナ(薮塚)

(井田安雄撮影)

カナゴキ(大久保)

(井田安雄撮影)

苗取台(湯ノ入)

(井田安雄撮影)

苗かつぎカゴ(大久保)

(井田安雄撮影)

クワノオシギリ(山ノ神)

(上野勇撮影)

クワノオシギリ 

(朝岡紀三男撮影)

トウミ(薮塚)

(井田安雄.撮影)

箕(大久保) 

(井田安雄撮影)

ミノ(湯ノ入)

(井田安雄撮影)

ふり棒(台)

(井田安雄撮影)



行灯(大久保)

(井田安雄撮影)

オニジャクシ(大久保)

(井田安雄撮影)

ウス(薮塚)

(井田安雄撮影)

箱膳(大久保)

(井田安雄撮影) 

ザグリ(山ノ神)

(朝岡紀三男撮景多)

マワタかけ(大久保)

(井田安雄撮影)

ランプ(左)と提灯(大久保) 

(井田安雄撮影)

トウゲー •(トウカ'イ)(大久保) 

(井田安雄撮影)

キバチ(山ノ神) 
(上野勇撮影)

マブシあみき(山ノ神)

(朝岡紀三男撮影)

メカゴ(メケー)(山ノ神)

(上野勇撮影)

ワタクリ(大久保)
(井田安雄撮影)



糸J:り機(大久保)(井田安雄撮影)

マユをはかるます(大久保)

(井田安雄撮影)

荷鞍(大久保)

(井田安雄撮影)

はんばたし(大久保)

(井田安雄撮影)

ローソク立て(大久保)
(井田安雄撮影)

ヤゲン(大久保)
(井田安雄撮影)

ホケエ(大久保)

(井田安雄撮影)

かけや(大久保)

(井田安雄撮影)

いかり(山ノ神)

(上野勇撮影)



(

参
考
資
料)

岡
上
景
能
に
関
す
る
伝
承

笠
懸
野
原
は
水
が
な
い
の
で
、
岡
上
様
が
大
間
々
の
蕪
町
か
ら
渡
良
瀬
川
の
水
を 

引
い
て
用
水
を
つ
く
っ
て
く
れ
た
。
今
の
桐
生
競
挺
の
水
も
岡
上
用
水
を
利
用
し
て 

い
る
。
岡
上
様
は
新
田
町
に
溜
池
を
つ
く
り
、
余
水
を
た
め
た
が
、
そ
の
た.
め
に
水 

が
さ
し
て
き
た
り
す
る
と
こ
ろ
が
で
き
、
投
書
さ
れ
て
江
戸
へ
呼
ば
れ
た 

江
戸
へ 

行
く
途
中
で
岡
上
様
は
自
害
し
た
が
、大
原
の
町
は
岡
上
さ
ん
が
つ
く
っ
た
も
の
で
、
 

七
五
三
の
地
割
で
実
に
ょ
く
で
き
て
い
る
。

村
の
人
は
、
岡
上
さ
ん
を
神
様
に
祠
り
、
神
明
宮
の
境
内
に
「景
能
霊
神
社
」
と

し
た
。

大
原
の
町
割

七
五
三
の
町
割
と
い
い
、
大
原
の
中
心
部
は
南
北
通
り
は
、
七
間
幅
の
通
り
を
十 

二
町
、
そ
の
南
北
に
五
間
幅
の
通
り
を
各
三
町
つ
け
、
横
に
東
西
七
百
間
ま
で
通
し 

の
地
割
で
、

一M

敷
の
幅
は
十
間
、
二
屋
敷
二
十
間
を
一
組
に
し
、
そ
の
片
側
は
三 

間
直
、
他
は
六
尺
の
馬
入
れ
を
つ
く
り
、
七
五
三
の
地
割
り
と
い
わ
れ
て
し
る 

井 

戸
は
三
間
道
の
入
り
口
に
東
西
交
互
に
設
け
ら
れ
、
共
同
井
戸
と
し
て
使
用
し
た
。
 

一
軒
分
の
地
割
り
は
、
通
り
に
面
し
て
屋
敷
が
つ
く
ら
れ
、
防
風
林
の
樫
ぐ
ね
が
西 

と
北
に
あ
り
、
屋
敷
に
続
い
て
竹
薮
が
一
反
か
ら
二
反
歩
ほ
ど
、
そ
れ
に
つ
い
で
野 

菜
畑
、
そ
の
竹
薮
と
の
間
に
個
人
墓
地
、
菜
園
の
つ
ぎ
に
普
通
畑
、
そ
の
奥
が
山
林
と 

な
っ
て
い
た
。

一
軒
分
の
幅
は
十
間
で
奥
行
七
百
間(

七
百
間
目
の
と
こ
ろ
を
東
西

大原の町並(手前は七区で5間道、六区から7間幅の道 

路になっている。) (近藤義雄撮影)

中学校屋上より大原を望む(帯状の畑は700間続く)

(近藤義雄撮影)

畑作の冬の風除け作業の実演 

(エンガで穴をあけ、ワラを 

二つ折りにして風上にさし、 

砂除けとした。)
(近藤義雄撮影)

大原の町割(6尺幅の馬入

れ道と防風林の樫ぐね)

(近藤義雄撮影)



※丄.南北大通りは、中央7間幅が12町、その南北に各5間幅の道が3町、計18町の町割。

2.東西は、中央通りから東西へ各700間、そこを700間尻と称する南北の道がある。

3.1軒の地割は、通りに面して10間幅で700間尻まで続き、屋敷に続いて竹薮、菜園、普通畑、山林が続き、菜園と竹藪の間に 

は屋敷墓地があり、屋敷には西と北に防風林として樫ぐねがめぐらされている。又屋敷每に道路があり、その幅は3間道と6尺 

道(馬入か)が交互に通っている。

4. 井戸は共同井戸で、宿の両側に互違いにあり、深さは3丈から4丈の深さで水位の増減がはげしく、6月は最も少なく、9月は 

数尺で水面に達する。

5. 水路は宿の東側にあり、夏期はほとんど流れず、9月から3月まで(秋彼岸から春彼岸まで)水が流れた。防火用水として冬期 

通水程度である。

6. この町割は岡上用水が寛文9年(1669)であるから、ほぼこの前後につくられたもの。
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と
も
七
百
間
尻
と
も
い
ぅ)

、
約
二
町
五
反
歩
に
な
る
。
野
菜
か
ら
燃
料
ま
で
自
給
で 

き
る
町
割
り
で
あ
っ
た
。
宿
用
水
と
し
て
は
、
大
通
り
の
東
側
に
水
路
が
あ
っ
た
か 

夏
は
ほ
と
ん
ど
通
水
さ
れ
ず
、
秋
彼
岸
か
ら
春
彼
岸
ま
で
の
乾
燥
期
に
水
を
流
し
て 

宿
の
防
火
用
水
と
し
た
。(

大
原
七
区)
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六道図...................... .
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露天商...................... 16

炉端........................ 21

炉ぶち......................21
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若い衆...................... 60

ワカイシュガシラ 61 
若い衆の座敷 101 
若衆組 94 
若水 117,118,150

 若宮八幡..................149
若餅 115,126

 
わかれじも................. 39
別レ飯.................... 109
ワカレン 121 
ワクヅケ 34
和讃...................... Hl
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 綿入れ半纒.................. 7
ワタクリ 119,203 
渡良瀬川 30,205
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 ®..........................................29
わら細工 39 
わらじ 8,10,83

 ワラシゴト(ワラ仕事)……29,38
ワラジ銭 106,108 
ワラジヌギ 56

 
藁すぐり.................... 29
ワラズト 146 
わらぞうり(わら草履) 9,10

........氣146,147

藁人形 114,160 
わらの人形 160
ワラビ..................... 18
わらべ唄.................. 173
わら宮 117,149
わらもち.................... 17
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ヤゲン 200,204
 屋号 57,165
 野菜 1,15

八坂神社 137  
八坂神社の講 82  

  屋敷稲荷……83,93,117,131,148
屋敷神 ........... 149  
屋敷神様 89  
屋敷どり 19  
屋敷墓地 112  
屋敷林 20  
夜食 11,12  

やつがしら 12,154 
屋根 159
屋根ふき.................... 25  
屋根屋 25  
やのじ................ 8,9  

薮塚石 44,45,46,47 
薮塚温泉 1,85  
薮塚用水 75  
藪塚六右衛門 26 
やぷりまんが' 170 
山入り 38,42,122  
山祝い 42  
ヤマカガシ 166  
山神講 45  
山神様 68,122,133  
山グワ(山桑)…124,125,126,159  
山さき 44,46  

山師 42 
山仕事 42 
山神宮 68  
山取り仕事 42  

山の神 42,66,116
山ノコシ 165

 山の中の地名 165
 山はじめ 122

 館# 157
ヤロウミノ 10 

 
ヤン メ 157,158
ヤンメトッコ 157
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結納 97 
有線放送 60 
ユーズー念仏 111 
ゆうはん(夕飯) 11,12 
郵便局 49,52,53 
ユカタ 8 
湯灌 88,107,108  

湯棺 9 
湯棺道具 107 
雪 156 
行方不明 10 
$昜権現様 155 
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ユズ湯 150 
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湯之入 ....... 59 
弓矢 110 
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夢の良し悪し 157 
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八日節供 133,135 
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養蚕…3,11,26,27,28,36,86,111 
養蚕儀礼 36 
養蚕神 69 
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養子 86,93
用水 1,26 
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養豚 27 
ヨコザ 21 
よそいき 5,6,7 
四つ足 …155 
四つ身 6 
よつらつくり 37,38
夜泣き 93,159
夜泣き地蔵 93 
夜なべ  ……26,131,148 

 ヨナベ仕事……37,38,43,116,129
 ヨバイ 94,96

 四間取型 182,183,186,187 
 四マ八間 ............... 20 
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嫁いじめ 102 
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嫁が里へ帰れる日 102

 嫁御のお茶 100,101
ヨメゴノミヤゲ 101 
ヨメゴワタシ 100 
嫁と着物 5 
嫁取り 156 

 
嫁の条件 3,10,102

 
嫁の神社参り 101

 
嫁の葬送 110

 
嫁のつとめ 4,12,102

 
嫁の年 96

 
嫁の荷物 98

 
嫁の年期 102

 
嫁の年始日 128

 
嫁の披露  .......... 101
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嫁は台所からもらえ 102

 
ヨモギ(よもぎ)……134,135,161

 
寄合い 60
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弱い子どもと着物 11

 
 

雷電様 61,82
 

雷電神社 3,64
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 ローソク立て 200,204
 

ロウガイ 161
 労働M 8

 六三除け(六算除け) 83,158
 

六千石  .... 56
 

六地蔵 107
 

六地蔵のローソク 87
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砥 5,7,40,62,95,97,98,100 
 婿  101,102,103,122,128

 向うびらき 157
 ムコウヨコザ 21

 
婿入り.....................101

 婿入婚...................... 85
 婿方 85,99
 ムコゲタ.................... 9

 むこだまし 13
 

婿の地位.................. 1〇1
 聳取り 156

 麦……2,13,33,135,155,157,199 
 ムギこき.................. 199

 
麦ぞっき.................... 13 
麦の刈り入れ 135

  ムギバナ.................... 16
 ムギバナモチ 16

 ムギぶち 199
 ムギぶるい 199,202

 麦まき(麦蒔)フ.……147,148,153 
 麦飯 11,14,172

 むぎわらぼうし(麦藁帽子)…8,9
 ムジナ(むじな) 164,169

 虫歯 158,161
 虫封じ 92,158

 
虫除け...................... 11

 ムシロ 38
 蓆織り..................... 170
 ムシロ組合 38

 棟上げ 24
 村入り 56

 村がら  60
 村仕事...................... 60

 むら芝居 200
 村の開発 56

 村の変った人 167
 ムラビロ 101
 室田イッケ 151
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 銘仙 3,7
 

冥途...................... 1〇5
命名 91,164
名物 167

 メエブクロ 199
メカイ 131,149,150

 
 メ ケー(メ ケエ)••… 199,203 

 メカゴ 149,157,199,203
 メシ(めし) 2,12

 
見合レ、  

見合結婚 95  

三日月様 -.............76 

御荷鋅の三束雨 155
  

三河万才....................51
みけ一ご 131,158
みこし 60,65  
ミコシ入道................170  
みごぼうき................ 199  
三島 57  
三島神社 67,173  
水 5,22,23,205

 
水あび 138
ミズアビッキ 139  
水がめ 21  
ミズノミダンゴ 106  

140  
水番 3,29,30  
水見舞 63 
みそ(味噌) 17,18   
みそかそば.................. 12
ミソカバライ 152 
味噌汁 154 
ミタマノ飯 115,120 
ミチシノぐ 199 
道ぶしん 60 

 ミックチ.................. 155 
みつみ(三ッ身) 6,10 
三峰神社講 82 
巳年の腰巻 11
水口 128 
源義経 63,166 
ミチガワ 35 
ミナガワムシロ 38
ミネ 165
ミ ノ 10,199,202 
ミノムシロ 35 

 159,161 
ミミダレ.................. 157 
ミミップサギ(耳ふさぎ)"41,114 
明神様 149,161 
民家 20,181,182,183,184 

....................................173  
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編厶.................... 140  
迎えイチゲン(迎え一見)…85,98
迎え中間 98 
迎え火.................... 141  
迎え盆 140,141  
むかしの婚姻 95

  メズラ 140
 メズラ畑 116,138,139
 メノヽジキ 110

  めめずとへび 167
  メンコ 98,103,111,142
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  盲人 167
  モウロクズキン 9

  モグラ 146
  モグラの黒焼き 162
  モジリ.......................7

 台让 2,12,16,121
  妍  150,151,152,155

  もちアワ 13
 モチ草 135

  餅つき 117,150,151,153
  餅をつく日................ 126

  元締 44
  ものさし 87

 
 

  (ものづくり) 丄が,

 モノモライ 157
  籾す9 41

  木糸帛 10
  木綿の花 115,126

  モモヒキ 8
  

桃割n.................................... io
  もらい湯 21,118
  モリコオビ 9

  モロコシ(もろこし)…14,33,199
  紋付羽織 7

  
門牌...................... 1〇7

  モンペ 8
 

ヤ  
  ヤカガシ 39,124,130,160
  やきもち 11,14,143
  ヤキモチッコ 86

ヤキモチ焼キ 101 
 焼判 59

  八木節 179
  厄 117

 厄落し 94,131,153
 薬師様 73,96,147

  '薬師堂 74
 | 薬草取り 139

 厄年 7,93,94,122,153,170
 > 厄年っ子 93

  厄病神............ 131,137,138
  5 厄病神送り  158



蛇の夢 157 
蛇•ムカデ除け 115,126 
蛇除け 4,134 
べべズキン 104 
べべ薬師 96 

 
ヘヤ 21,88

 便所 86,154
便所回り 90 
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ホーカンボ 17 
ボウ(房) 38,163 
防火用水 207,209  
箒 87,121,159  
奉公 37 
奉公人 37  
豊作の呪い 159  
豊作又は不作の前兆 156  
豊蚕祈願•…… .............. 69  
坊さんの年始日 122  
帽子 9  
ホウソウ送り 115  
疱瘡神 158  
庖瘡神送り 158  

庖瘡棚 158 
ぼうちうた 199
ぼうちぶち 199 
ボウチ棒 31 
宝塔UJ 82 
宝塔山神社 65
暴風の前兆 156 
防風林 20,27,205 
訪問着 7 
ホカイ 109

 ボク(ぼく)(木)………38,125：126

ボク(けがれの) 153,154 
ボクリュウ 42  
ホケイ 23  
ホケエ 200,204  
ホシノタマ 119,124  

 
 ぼたもち(ぼた餅)………n越 

ぼたもち緣起 121  
ほたるがい 17  
ほたるめし 13 
墓地 89 
觀代 109
ほっかぶり 9 
法華の太鼓 171

 
堀田様より新田様 171

 赚 150
 仏の野回り 141

 
ホトトギス 167

 
母乳 162

 
墓標 111

  
ボロットジ.................. 38
母衣輪神社 64, 67 

 
盆 …13,16,183,140,141,143,155
盆送り 109,140,141,142

 盆踊り 60,95,142
 

盆踊り唄 142
 

盆踊りのやぐら 180
 

盆ござ 116
 

本家 20,62,115,119,133
 

盆棚 140,141,142
 

盆中の食事 142
 

盆ブチ 141,142
 

盆の日取り 116,140
盆迎え 141 
本膳 111 
本裁ち 7 
ボンアン 66 
ボンノクボの毛 161 
本間家の娘 135 
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 埋葬 110 
 マイダマ 124,126 

 マイダマ正月 124
 前帯 8

 前掛け 8
 マエスベリ 9

 まき銭 110
 マキヅケ 17

マキハチマキ 9 
マキ屋 42
枕だんご(枕団子) 1器:盟 

枕紅 106 
枕飯 86,107 
マクリ 90 
まげ 8 

 馬子唄 175 
孫だき 89 
マコモ 116,140 
マス 116 
マタレ竹 99 

 マチ 33 
マチウタイ 99
町田イッケ 124,150
町田家 121

 
マチ女房 100

 町屋 183,189,193
 町屋型 182

 町割 1,206
 松 123,124,127,155

 松飾り 125
 マツグロ 42
 

マッチ 47
松迎え 120,151

 松本盛行 81
 松山 42

 
間取り 20

 マナイタゲタ 9
 

間に合せ 8
 マニュファクチュア 43

 
マブシ 35,130

 
マブシあみき 199,203

 
まむし 46,47,128,160

 
蝮の黒焼 161

 マムシよけ 47
 

豆占い 131
 

豆がら 130
 

豆茶 130
 

豆マキ -16,130
 

豆焼き 131
 まゅ(繭) ^ighoo

 マュ買い 36,200
マュカキ 128

 マユ韦(まゆ 16,38,39,115
 ス孟 造^……116,123,125,127

 し：、醐主ノ 128,131,159

  マュ玉飾り 115
  マュ玉正月 128

  繭袋 35

 (マュをはかる桝)

  魔除け 106,115,131,135
 まり 178

 マリつき 178
 A帯 8

 まわし 102
まわた 199

 まわたかけ 199,203
 マンガ 29,39,198

 マンガアライ 29,39,83,136
 まんじゅう 111,113

 マンジュウガサ 9
 マンノウ 198,201

 
 

 笠  99,100,103,116,129
兵 143,144,145,199,202



 
ノくラック 19,20 
ハラミノくシ 118,124,128 
はり(梁).................... 25 
針供養 131,153 
針仕事...................... 1〇 

 

春駒 51,134 
榛名様.................... 136 

................................ 134  
榛名神社 3,64,82 
春祭り.................... 134  
馬鈴薯.................... 168  
はれ着...................... 5  
晴れの食事.................. 15  
ハンゲ(半夏)……39,40,138,155 
晚霜....................3,157 
バンダイ餅.................. 16 
はんたく 9 
半纒........................ 6 

 
はんの木.................... 11 
はんばたし 43,197,204 
半めし 13 
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 ヒィラギ_......116,U9：150
 

妍石 21  
ヒエ…… 14,26,29 
ヒエヌキ 29  
ヒガクシ 110 
彼岸 133,143,144 
ひきじゃくし 12 
ひき茶 140,141 
引き物.....................Hl 
ひきわり................... 13  

 
(ひき割り飯) Z,ld,  
ヒシガタ.................... 6
ひしゃく .................. 159
火種 21  
左住 19  
左膳 18,156,162  
左前...................... 162  
ヒチヤマイリ 90  
ヒッノ'?ク 95  
ーッ身 6,10
一いろ餅 151,155 

人魂 105,170  
人玉...................... 105

 —b日.................... 113 :
 一間取型 182,183,184

 人寄せ.................. 12,16
 tナ市....................1321

 tナ人形..................116
 tナの節供................ 132

 ひな祭り 116,132
 火に関する禁忌 154
 t ノ〇•ウマ(丙午) 39,93,131

 桧笠........................ 9
 火の玉 170
 

ひば........................ 17
  火柱...................... 156

 ヒバタ 3,43
     7

 ヒブセ 156
 火伏せの神 66

 ひぼ 9
 火祭り 116

 ひも 8,9
 ヒモカザリ 6

 百かん日 113
 百姓のエビス様 129

百姓の神(様) 40,64,76,147
百姓の作神 124
白狐...................... 169 
百尋着物.................... 93

 ひやめしぞうり 11
 百万篇 139

 日傭とり 198
 

病気見舞.................. 1〇4
 ひょうたん   33

 病気の呪い 157
 ひょっとこ................ 179

  ひょっとこ踊り……145,173,175
 ヒヨトリ 20,108

ヒヨリアシダ 9 
ヒラヅケ 34

 ヒル   158
 ヒルバテ(ひるばて) 16,142

 昼飯 11,12
 昼湯 139

 ヒロ(尋) 38,163
 ヒロウ 101

 広間型 ……182,183,184,185,186
 枇杷 20,154
 びわの木 20

 貧乏桜 49,52,134 

フ 

 Iフイゴまつり 46

  
夫婦マンガ ................ 198

  フォーク 198,201
  葺き替え.................... 25

  吹竹.........................94

  吹きながし................ 134
  ブクキネエ家 65

  副食........................ I5
  福田一家.................. 155
  ふくらすずめ 8

  藤.........................135
  藤生一家 154,155
  

藤生姓.................... 121
  不祝儀 16,20,59,200

  富士講 80,157,164
  富士登山 155 

 藤の花 133
  舞台 173,177

  ブタイソーニン 121
  フタホケイ 23

  二間取型 182,183,184
  ふだん着 5,7,8 

 仏壇 105
  ブッツケ 177

 ブッツケ七日 no
 仏滅 153

 不動講.......................75
 

不動様 75,123,129 
  不動沼 165

  太織 3,43
  布団ごしらえ 8

  フナ 35,37
  冬の仕事 38

  フリマンガ 198,201
  フレ.........................3

  風呂 21
  フロシキヨメゴ 104

 分家 20,115,119,133
 

ふんどし(禅) 8,11,87,88
  分娩........................ 槌

 
へ 

 

  
米作........................ 3

  米寿の祝.................... 94
  兵子帯.......................8

  へその緒 89,164
  ハ^ッチン 8
  へネル餅 16

 
へ 37,46,65,135

 
 蛇と女.................... 167

  蛇の脱けがら 159



 ネズミ(鼠)…37,146,147,156,167
 ネッキ.................... 178

ネブタの木 138,139,153 
ネブツ 137 
年忌 113 
年期奉公 37 
雛 161 
年始 115,118,119,134 
年始日 119 
ねんねこ 7 
ねんねこ踊リ 174 
念仏 75,111,129 
念仏証 159 

 
念仏講 82 
念仏の水 111 

 

ノ  

ノーイキ様 165 
 

ノーデンボ 124,128
納棺 108 
農具 198  

暦 41  
 

農休み 41,139
  ノチザン(後産)……85,86,88,89

ノッキリ馬場 179  
ノッツケカミサン 104  
ノト-ッケ 157  
のどのとげ 158  
野辺送り 110  
ノベノオクリ 111 
のぼり 134 
野良着 5 

野良襦袢 8 
のらつき 8 
のら弁当 12  
ノラボウズ 146 

ノ、 

歯 157,158 
廃寺 73 
歯いた 158 
ハイトリババア 172 
肺病 161 

 パイプ塚.................... 1
灰焼 32 

 
端唄 177

  羽織............... ......... 7
墓穴 108  
翻.除 138,139,140 
墓の掃除 141  
墓直し 110,111 

墓場 108,111
 

墓場の砂 170
 

墓場の土 113
 

墓掘9 154
 

はかま 7
 

墓参り 113,133
 

鞠し 98
 

ハカマギ 94
 

ハカマ代 97
 

はきもの 2,8,9,150
 

はきものの禁忌 11
 

白山様 145
白山神社 66,68

 
博奕 45

 
博奕打ち 10,167
バクメシ 172
羽黒山 71

 
箱膳 ...... 12,13,200,203

 纖........................ 7
 

はさみ箸 18
 W 13 
 91 

 

ハジキ 110,111'
 

機織り 3,10,38,43,102,163
 はたおり唄 177 

 

機織り娘 43,95
はだか下駄 9 
ハタケ 33 
畑うない 163 

 
旅籠 182,183,189,196

 
畑作 2,31

 
畑作地帯 27

 
ハダシ参り 104

 
ハタバ 184,191,194
ハタヤ 43,187 
ハチ(蜂) 156,160,161,162
八王子様 65,166
八王子山 54 
八十八夜 16,39 
鉢卷¥ ...................... 9

 

A幡様 147 
八幡太郎 4,117,146
A郎兵衛稲荷 69 
初市 121

 
初午 16,39,124,130,131

 
初午ダンゴ 131
初絵 120 

 
初絵売り 179 
初えびす 129 

 
A 海山 84,143
二十日えびす 39 

 二十日灸 129
 

二十日正月 116,129,155
 

初祈禱 123
 初子 5

 

八朔 16,103,143
 

八朔の節供 116,143
 初産 89

 

初正月 92
 八寸歯 9
 

初節供 92,132,134
 

初田植 30
 バッタン 43

 
八丁ジメ •••134,136,137,138,151

 
ハヅケノトウバ 114

 
初ナス 116

 初なり 136
 初荷 121

 
初彼岸 133

 
初穂 40

 
初参^).................... 118

 
初水 116,160

 
初山 92

 
初山参り ....................85

 
初湯 130

 
補 130

 
馬頭観世音  ......... 74

 
馬頭観音 133

 
馬頭講 82

 
,馬頭様 ......... 50

 
ノヽナ 123,125

 鼻 157
 

鼻血 161
 

花かき 39
 

ハナカキナタ 124,125
 

ハナギ . 38,123,124
 (ハナ木、花木) 125,128

 ハナドリ 28,37
 花火製造法 208

 花祭り 133
 花見 51

 花結び 160
 

ハナムスビゾーリ……〇. (花結びじょうり) W,38,160
 

はばき 8
 

ハビショ 36
 

バヒフ病 158
  ハブ草........... . ....... 161

 
ハブ茶 ”..161

 
刃物 106

 
腹帯 87



トロロ...................... .
  

とろろ飯.................. 159
 

ドンド焼き................ 127 
ドンドン焼キ 3,4,115 
(ドンドン焼き) 127,145  
トンビ...................... 1〇 

 トンビノノヽネ............... 97 
呑竜g 82 
呑竜様 87,93,104,105,166 

 呑竜坊主.................... 92 
呑竜参9................................ 85 

ナ 

 
内緣..... ................ 104 
ナイゴ...................... 18 

苗かつぎカゴ 199,202 

なえま.................... 128
苗代 130  
苗取台 199,202 

 
流し場...................... 20 

 
長袖........................ 20 

永田家 ……120,121,127,130,151   ナカダチ.................... 96 
ナガノヽタシ 43 
長虫 126,135,150 
長持 5,11  
長屋門.................... 195 
ナカヨシグサ 171  

 
流レカンジョウ............114 
鳴き声.................... 172
なぎなた袖 6

95,96,97,98,99,100 
仲人..........101,102,103,104 

132,138,150,153 
 

仲人との贈答 104 
仲人のゾウリキラシ 96,97 
仲人の七でんぼう 96,97
仲人礼 97  
名古屋帯.................... 8 

 ナス(茄子)……136,140,154,158 
ナスと菊のから 130  
ナズナ 122  
ナスのウマ 142  
_ ....................................... 171 

 菜種........................ 18 
ナタマメ  ......... 62  
夏の昼うどん 171  
夏バテ 158  
七草 121,122,123,155  
七草がゆ(七草粥) 122,154  
七つ坊主 92,93

 ナナバンゲ(七晚ゲ)…4,137,158
 浪花％...................... 51 

 七日ザラシ 4,114
 ナベカリ(鍋借り) 103,122 

鍋の底.................... 164
 ナベヤ(鍋屋) 112,189

 
なまあくび................ 157

 菜まきの祝い 16
 

名負け.................... 164
 ナメクジ 161
 ナラ 123,124,155

し巧め女 ….…38,115,119 
ナフの木...... 120,122,151

 成り木責め 4,115,126

成田山の虫封じ 84 
ナリンボ 154,159 
ナレアイ 95 

38 
なわおび.................... 9 
なわとび.................. 177 
繩ない 37,163 

 21,88,106,107,182 
ナンド ........184,185,186,187 

 188,189,195,196

 ニカクマブシ 35
 にぎりめし.................. 12

 荷鞍 200,204
 にこにこ 7

 にごわめし 2,12
西ヶ原 26

 西ヶ原開拓農業協同組合 27
二十三夜 64

 二十三夜様 148
 二十三夜塔 79

二十三夜待 61,76
 二十二夜 64

 二十二夜様 76,148
 二十二夜塔 79

 西野 56
 西山古墳 45

 
 ニシン 15

 日露戦争.................. 134
 につけもの 15

 新田氏 62
 新田堀用水 30

 
新田義貞.................... 1

 にない桶 198,201
 荷馬車ひき 128

 二百三高地 1〇

 二百十日 40,143
 ニボウトウ(にぼ 12,14 

  うと、二•ボート厂 172,200
 二•ホンボウ 104

  二毛作 28

  二夜様.......................87
  ニャバ 109

  ニュウ(にゆう) 29,40,146
  入家式 85,99

  入棺 1〇8
  乳牛 27

乳歯 93  
入植 27 

  ニワ 35,37
  庭 34

 庭あがり 41
 庭神様 41

 ニウトコ 123,124,125
 にわとこの木 39

 鶏 156
 庭のわらしき 33

 人形芝居 51
 妊娠 3,86,154,155,159

  にんじん 15
 妊娠祝い 87

 妊娠祈願 86
  妊娠中の禁忌 88

  ニンソク 60
  妊婦 86,88

  妊婦の労働 86
 

ヌ 
 

  ぬいとす 158
 ぬいもの 1〇

  ぬすっとおくり 160
  ヌスットグモ 156

 ヌルデ 128
 

ネ  
  ネーマ 124,160

  寝棺.......................1°8
  猫 155

  ネゴシ 88
  猫騒動.....................177

  猫の死 83
  猫除け.....................1〇6

  寝産 88
  寝小便 154,161

  ネジリハチマキ 9
  ネズップサゲ 41

  ネズフサゲ 147



ツツソデ(筒袖) 7,10  

ツトッコ豆腐 132  
ツネッキ(つねっき) 3,7,43 
觸 97  

ツノボウ 50 
睡占 157 
燕 155,156  

つぶれ屋敷 20 
つぼにわ 19  
ツミザル 198,201 
爪 154,155,161  
^。 123  
ツメリッコ(つめりつこ)•••12,14 
つるべ井戸 23,199,200 

 

 
デー……99,109,182,184,185,186

187,188,189,193,196  
定期総会 59  
手ぉり 6  
出稼 48  
出来合い 96  
手甲 8  

  
鉄道.........................49
手拭 8,9  

  
テバタ...................... 43
麟 155 
手袋..‘ 10  
手振り水 155  
デベソ 171 

 
寺受証文 55 
寺の鐘 155  
寺の年始 119,122  
寺への通知 109  
デロレン祭文 179  
テン 110 
テンガ(手鍬) 198,201  
てんかん 155 
天気祭(り) 33,83,136  
天神  132  
天神様 132 
天神様の脇差し 170  
天水 30  
天水組合 30 

 
天水場 3,61 
伝達方法 60  
天道様 116,138 
天王様 70,116,136,137,139  
天王社 139 
天王番 156  
天王祭り 65  

天秤棒 198,199 
  

天まつり(天祭り)……4’溫溫 

天理教 8 
 

 卜 

トーグワ 201 
トウガイ 203
トウカイマブシ 35 
トウガラシ 200

 
十日夜 ……4,16,40,116,117,146
十日夜の餅 4,117,146,147 
道具送り 98 
道具返し 111
道具披露 101
銅蔵 2

 トウグワ .198 
トウゲー 200,203 
道化踊り 174 
峠さま 61 
トウゲンス 107 
トウザキ 172 
冬至 150,156,158,160 
冬至ゴンニャク 150 
冬至トウナス 150 
トウスミ 120 
道祖神•••3,4,64,83,115,127,134 
トウナス 150,158 
トウナスカムリ 9 
ドウの下 165 
トウバ(塔婆) 93,113
東武線 49,51 
東武鉄道 46,49 
トウミ 199,202 
同名の時の通称 164 

 トウモロコシ(トー
 こし、知美つもろ154,161 

 通り庭 183,189,197
 23,24

 トウリュウオクリ(棟梁送り)…24
トウロウ 171 

 トヴロウムシ..............171
道陸神 83,114 
道口ク神様 127
戸隠講 82 

 
トカゲ 172
毒消し 47 

 
独身者 104
ドクダミ 161 
床入れの盃 101 

 
トコ柱(床柱) 21,185
 トコノくシ 108,109

 トコホリ(トコ掘り)……108,110

年祝(い).............. 7,85,94
年占 157
年男 38,117,118,127,130 
年神 4,117,118 

 
年神様 120,121J24J26  127,128,130,160

 
年神棚 115,126 
トシコシワシ 130

 f^)じん………117,119,128

 とり^) 16,120,158,159
 

トシトリのイワシ 160
 年取りの豆 152

 年の市 120
 どじょう(泥鰌) 47,161

 土葬 108
 土蔵 19
 トッコ 179

 トッチャナゲ 12
 ドドメつき 179
 隣り組 57

 利根川 30
 戸番 60

 土俵  179
 は:£むトボロ 84,89,111 

 泊り初め 103
 土マンジュワ 110

 トミエ 34
 トメ 164

 友引 153 
 土用 40,139,153,161

 土用灸 139
 土用念仏 139
 土用干し 11,29

 豊臣秀吉 4,146
 寅の日 153

 トリイジメ 119
 トリアゲバアサン 87,89

(とりあげばあさん) 90,91
 

トリノ市 129
 

取り結び(取結び) 99,100 トリムスビノワタイ........100
 

取り.結びのムスビ 1〇〇
 

卜りメ 157
 

泥棒ょけ 160



15,28,29,3〇,40,62 
田植(え)..... 128,136,138,153 

154,155,163,199
 田ネ直唄......................39
 

高尾山...................... 87
 

高尾山講.................... 82
 

高天原.................... 148
 

高盛りの飯................ 1〇1
 

高ん灯籠....................69
 

たきごわめし...... ..........15
 

滝之入の地名 165
 

滝之入の苗字 62
 

滝之権現 66,69
 

タクワン ................ 17
 

タケ(たけ、竹) 35,37,138
 

竹馬...................... 178
 

竹の玩具..................179  
竹の皮草履 9  
タコツキ 23  
タゴワセ 35  
ill 車^........................ 50   
タシカメ .................. 101  
畳のヘリ 162  
立ち棺.................... 1〇8  
脱殼...................... 135  
脱穀機 31,199  
タツ膳 156,162  
タツの日(辰の日) 30,153  
たつみぐら.................. 19  

 竪穴住居..................183  
タテズマシ汁................ 12  
タテ場 50 
たてまえ(建前) 10,24,156
タテメエ 23,24  
たとえ.................... 170  
タナアガリ................ 113  
たな板.................... 151  
田中正造 168  
棚刈り 29  
七夕•••116,137,138,139,140,153  
七夕飾り 139  
七夕様 116,138,139  
タナモノガエシ 116,143

 タナモン返シ..............104
田にし(田螺) 18,161  
たぬき.......................46  
種付 44  
種もみ...................... 28  
田の神 117

 
田の神様 83  
田の字型 20,21

タノマレナコウド....... 96 97 ～ (頼まれ仲人) y ’ . 

タノモノガエ.............. 103 (
  

足袋........................ 1〇
 

足袋ばそん..................10 t
 

食べものの格................. 12 I
  魂......................... 114 -

 タマジメ .................. 119 I
 多間取型 182,183,188

 タママイ 36
  たま虫 11

 
タマヨビ 159

 タムシ..................... 158 
  たもと.................. 10,11

 タライ 110,111 
  タラシ 18

 
 樽入れ 97,103
 ダルマカイ 94 

  俵ペ>  4
  団子 比

 
 端午の節供 134

 短冊 138,139 
  誕生.................. 3,85,86

 
 誕生祝い 92

 誕生日 92 
 

 誕生餅.......................92
 

 男女の交際.................. 85
 男女の結びつき 95 

 たんす 5,11 
 タンスのコヤシ 7 

たんすまぶり 5 
 タンボ 33 

 田圃の名 165

チ

チカヅキ(近づき) 100
地下足袋 8
力石 148,179

 力競べ.................... 179
チカラ米(力米) 88,89,159

 
力だめし(力試し) 94,163

 
力の強い人 167
カメシ 109   チクサ...................... 8

 乳不足.................... 161 
乳の出をよくする法 90

 
チヅケオヤ 90

 血の池地獄 111,114
 

チボク 153
  

茶........................ Hl
 細........................ 19

 
茶碗を叩く.................. 18

 チャノマ 186,187,188
 (ち^^vx)....................6,7

 
中気 150,158

 中刈り 35
 

中刈り仕立 3
 チュウマイ 36

 中宿 85,95,99,100
 千ョー十 182,185

 千ョーレン ...............128
 

ちょいちょい着 5,7,8
 

懲役人 128
 

長円寺 . 72,82,83,172
 

町会議員 59
 

長建寺 72,175
 

長者柱.................... 185
 鳥獣に関する禁忌 154
 チョウス 172

 提灯 99,114,200,203
 提灯屋の小僧 171

 チョウナ削り 25
 長命の人 164
 チョウバ(帳場) 93,111

 
 ちょうむすび 9

 チョンマゲ 167
 

 チリメン 7
 チンゲ 92,93

 鎮守様 105
 鎮西八郎為朝 158
 チンバタ(賃機) 3,43,147

チンバラカイタ............ 171
 賃挽き 3

ツ

  通過儀礼 85
  ツエ 109

  M 155
  27

  つきぼし 17
 作れない作物 154

  ツゲ 105,106,108
  着木屋 47

  つけひも(付け紐) 8,94
 

  物、漬け物) 丄丄

  漬け物工場 32
  ツジュウ 41

  ツジュウダンゴ 41,149
  辻口ウ 88
  つづけ 151

  ツツジ 133



捨て子.............. ........ 93
ステバ(捨て場)....... 107,108
スネークセンター……1,44,46,47 
スベ^だんご................ 14
スミッカリ................ 131
スミドウフ................ 131
角力(相撲)........ 176,177,179
角力甚句 ... -|7[-飞ワワ
(相撲甚句) …175,176,177

スモートリバナ............ 171
スリコギ.................... 3
ス1J鉢.....................143
スリ鉢かぶり.............. 121
すりゆ.....................162
座り産.......................88

セ

生活用具...................199
青年会................ 60,61,95
青年集団................ 85,94
青年団.............. 60,100,121
歳暮 .............. 103,104,150
青面金剛................ 64,77
セエタ.......................50
セガイ................ 182,188
石尊様.................. 69,137
石トン様.................... 66
赤飯......2,12,16,128,151,154
セチ................ 62,115,119
節会.......................115
セチぎもん.................. 7
セチ餅.....................118
節供 ........ 13,16,104,134,135
節供返し.................... 63
節供ガラ.................. 135
節供ビナ.................. 132
セッチンマイリ.............. 91
節分............ 39,130,131,160
節分の豆.................. 130
瀬戸家........120,122,127,129
瀬戸氏.......................62
セメント.................... 46
背守り.......................11
世良田のギオン 门⑶Q9
(世良田の祗園)....... 41,60’82

浅間講.....................157
浅間神社.................... 68
線香.......................158
染色......................... 10
千手観音像.................. 74
先祖.......................127

先祖様 114,133 
洗たく 2 
洗たくをしなV、日 11 
洗濯物 11 
健 80,123,136,164
膳棚 13

 
千人針 161 

 千羽烏 61 
 洗髪........................ 1〇

センブリ 161 
染料 2,11 
千両 167 

 
 ソ 

轍 109
霜害 35,39
霜害対策 35 

 5,9,10,11,12,37 
葬式 87,109,111,114

 153,154,156,160

葬式組 105
葬式の箸 111 
葬式の晚 111 
ぞうすい(雑炊) 12,14,17 
葬制 88 

107 
葬送に関する禁忌 ........154 
ソウトメ 29 
雑煮 117,118,121 
ぞうに緣起 121 
ぞうり(草履) 10,11 
草履下駄 9 
ソウリョウ様(そ 

 うりようさま、そ……140,141,142 
 ぅりょぅ様)

 葬列 109,110
 底抜けびしゃく 〇 Q7

(底抜け柄杓) 3,85,87 

27
袖の変化 1〇 

外馬屋 19
 外便^?...................... 19

供え飾 120 
供え物 149 

 2,12,14,16 
ソバ(そば、蕎麦)……17,31,152 

 153,199
 ソバ緣起 1c-9仏パ

(そば緣起) 121,152,154 

ソバカキ 12 
7 

反町の薬師様 131,153 
反町薬師 82,92,94,122

 
祖霊信仰 4

 
祖霊の降臨 116

 
村内婚 95

 
村有財産 60

 
 夕

 
ターラッペシ 107,158,159

  59
大神楽 179

 
大旱魅 63

 
大工 23,24,155

 
大慶寺 73
大黒 129
大黒さま(大黒様) 70,79

 19,20,21,25,106
 大黒柱  182,185,186,190
 192,193,194

 女根 1,3,15,17,26,27
28,31,32,146,147 大根漬 26

 大根のトシトリ

 (大根のとしとり、……40,146,147
大根の年取り)

 
大根まき 16

 
代参 134 
代参講 82  

 大師ガユ 150
太子講 82 

 胎児の性別 3
 胎児の予見 86

大蛇 .......... 167 
大食 19 
大神S 124  

 大神宮様 ……83,91,128,147,150
  大尽のお茶 171

太神柱 21
 大尽みそ 17

  大豆 27,28
大豆のから 118 

 21,182,183,184,185
ダイドコロ……186,187,189,193 194,195,196,197

 
台の地名 165 
堆肥 32,33,198 
台風 40

 月台便 89
タイマツ 99

  ダイマナク 131
台山 71 
台山の石 46 
胎養寺 -71,172 
代用食 14 



 
死の予兆 86  
芝居 60  
地買銭 109  
しび布田.................... 8

 
ジボシ 29

 
しめかざり 118

 
下大黒 21

 
霜除け 134

 
師走八日 150
しまい正月 129

 
シマダ(島田) 10,35,199

 
島台 100

 
ジマツリ(地まつり) 19,23
清水イッケ(清水一家)……62,120 
清水家 127

 
シメ飾り 120,150

 
シメ繩 62,117,119,120
下肥 32,198 
しもつかれい 15

 
霜ぷたもち 39

 
霜よけ 83  
霜よけの札 39

ジャガイモ(じゃがいも)…27；60 
 

シャツ...................... 8
 

社日 39,40,133
 

社日講 133
 

社日様 40,133
 

社日の  171
 

シャモジ 3
 

しゃれ.................... 171
 

ジャンボン 3,160
ジャンボンゾウリ 3,86,109
ジャンボン田 165
ジャンボンまわり 156 
十王のつらよごし 142

 
収穫用具.................. 198 
祝儀 16,20,59,200 
十五日ガユ 128 
十五日正月 128 
十五夜 16,143,144,145 
十三仏 106,107,110,111

 
十三仏のだんご 106 
十三夜 143,144,145,156 
、e. k 12,16,99,101 
ンユウト(姑) 122,142

 
«...........................................12  
十二天 38

 
十念寺 172

 
十輪寺 72

 
十六玉 38,124,125,126

 十六マュ玉 125
 熟蚕 199

 宿用水 207
 修験 64

 主食 13
 ジュズかけ子 89

 出棺 109,110
 喊 98

 出血 161
 十作地蔵 73,93

 出産........................ 86
 出産前後の禁忌 88

 ジュバン(糯袢) 7,8
 

、r*7 ] u 7)ハ••1〇3,104 ンョウカ(しよつカト…116,143 

 ショウガの節供 143
  消渇  19

 
A 7,13,15,16,115,123 正月  127,151,155,157 

 正月送り 115,128
 正月飾り 62,119,120,151

 正月様 -119,121,126
正月棚--4,119,120,122,129,151
正月に村へくるもの 179

 正月の歌 121
 正月の食事 121

 焼香 109
 条桑育.................... 199

 
上簇 37,130,199

 
,焼酎 31

  定使い 59
 ショウデン様 69,155

 上棟祭 24
 商人のエビス様 129

 ショウビジン 120
 ショウブ 134,135

 ショウブ酒 135 
ショウブの昔話 135  

 ショウブ湯 134,135 
〇升マキ 33 

 しょうゆ(しょう油) 17,18 
しょうゆしぼり 18

 
 (しょうりょう様) 140441

 しょうろう様 141 
暑気 161

 食あたり 161
 食作法...................... 18

 食事に関する禁忌 154
 食事の禁忌 18

 食制 11

  職人........................ 44
  食用野菜.................... 18

  女郎買い.................... 95
  

シラキ.................... 151
  シラジ 129,141

  シラヤ 127
  ジランボウ 83

 
尻無し川 22 

  シロイモ 15
  次郎の朔日(次郎の一日)--39,130

  次郎の餅 130
  代かき(代搔き) 28,198

 
地割(り) 55,205,206 

 新縫神 81
 シンキャク •••••98,99

 甚句 173
  新婚删亍.................. 104

 震災 46 

 シンショウマワシ 62
  身上渡し 62,102

  新星神# 68
  心臓の薬 161

腎臓病 161 
 新築祝い 200

  新宅 62
  新田 1,3

  新田村 54,55
  シンドリ 28

  新年# .....................122
 神明宮 68

  纖....................116
  新暦 117

 
ス  

 又ィカ(す 1,3,26,27,28
  31,60,61,116

いか、西瓜) 154,157,161 
  スイカ畑(西瓜畑) 128,139
  水田……1,3,26,27,28,29,30,198
  スイトン(すいとん) 14

  水利 30
  水路 206,207

 スゲ笠(すげ笠、...8,9,10,99
すげがさ、菅笠)•• 100,155

 スケット 29,38
 

 助人仕事 60
  ススキ 144

  すす竹 150
  すすはき 150

  すすはらい 150,152
  雀 155



小間物売り 47  
 

バヽ害 27,28,31,42,139,144J 154,156,157,199  

小麦わら 25,99 
米 2,13,14,17,19,27,199 

 米ぞっき.................... 13
 

米俵 163
 

米の品種 28
 

五目飯 128
子守(り) 37,93 
こやし 33,198

 
惟喬親王 73,166

 
コワカイシ 172
こわめし 12

 
コワリ飯(小割り飯) 11,16
婚姻 85

 婚姻®...................... 96
 

婚約 97
 

金色夜叉 175
 

コンニャク 17,150
 こんにゃく売り 51

 
金毘羅講 82

 
金毘羅様 119

 
サ  

 
再婚 104

 
祭壇 108,113
祭典 60
斎藤イッケ(斎藤一家)……62,155 
サイノカワラ 111

 
裁縫 4,7,10,102

 
裁縫箱 10

 
サイモン 51

 
境木 32

 
逆さ膳 156

 
サカサ塔婆 114

 
魚 11,15

 
魚釣り 157

 
魚屋 47
坐棺 108 
さきほ'し 17

 
サク入し(作入れ)……38,122,123

 
作エビス 129

 
作男 37

 
サク立て(さくたて) 33,123

 
さくたてなわ 39,129
サクバ 33 

 
桜 49,156 

 
桜の花見 49,52,119,134
桜の芽 157 

ザグリ(座繰り)……3,43,199,203 

酒の強い人 168 
 座産 88 

差鴨居 186,188
ザ◊去 ..... 20,21,182,185,186 マバ 187,188,189,195,196 

 座敷ぼうき 87 
 サシ番   132,151

  サス 131
 雑草 32 

サツマイモ ..... 11,12,15,17
 (さつまいも) 27,28,42,198

 さつまじろ 179 
 さといも(里いも) 12,15

 
 サtガエリ』里…… 盌 

 か足り、里帰り)103,116；143 
 里神楽 175 

 サナ 31,199,202
 サナブリ 39 

 
サマ 184,185,191,192,194

 サラシ 8 
 皿だんご 106 

 百日紅 154 

猿田彦 64,76,160
猿田彦大神 61 

 猿の話  157 
 猿まわし 179 

 三月節供(三月の節供)•••132,151
 

二が、日(二元日')  118,121
 一刀 —兀 bU 154,155 

 産後 85 
 さんごくめし 13 

 山梔子 11 
 三三九度 95,100

 三尺 8 
 蚕種 34 

 三十三年忌 114
 山椒 154 

 三升ロッコ 106 
 

 産泰さま(産泰様)159J66 

 産泰神社 87 
 

赫道 85,87
 

サン俵 117
 サンダラペシ 107

 
山藤イッケ 62

 サントウブチ 16
 

三年みそ 17
 

産婆 85,87,89,161
 

産婦 88
 産婦の食事 89

 
産婦の休み 89

 産部屋 87,88
三宝荒神 124
 三本辻..-93,107,137,152,153,158
サンマ 11,15,129

 
ザンマ 11

 
産見舞 89,92

 
三夜様 76

 
三隣亡 24,153,160

 シ

 
痔 110

 椎名家 112
塩釜様 87,159

 
塩原様 85
塩びき(塩引き) ........ 11,15

 
ジガイ銭 108

 
地神様 41,133

 
ジガラ 19

 
時間給水 30

 
敷居 162

 
シキセ 37

 
式台 ............ 188,189,193
自給肥料 32
ジギョウ 23

 
地獄 19,143

 
地獄の蓋 143

 f士事着 8
 仕事はじめ  121

シジ 35,37
 

地芝居 173,175,177,178
 

ジシノ くリ 17
 シジマ 7

 
じじま 8

 
四十九日 113

 四十九の餅 113
 

地震 75,76,155
 

地蔵様 73,129
 地蔵念仏 73

 シタノビ 8
 下見せ 112

 
七五三 94,147 

  七夜着 5
  七夜ぎもん 89

  地鎮祭 24
 

しつけ ............... 11,162
 ジッコ 172
 湿田 28

 シニガラス :..…105
 20

 
痔の薬 161,162



 
草角力.................... 173  
クサッケズリ 171,198

 
草取り 29

 
賴....................... 16

 
草分け 26

 
櫛 155

 
グシ 23,24,197
グシ餅 23,24

 
くずまゆ 199

 
くず屋根 25

 
薬売9 51

 クダマキ................................3
クチガタメ 85,97,103 
区長 3,59

 
クッツキアイ 95

 
グッツケナノカ 110

 
口説き節 179

 
国定忠治 167  
区費 59
くび 38

57
組合念仏 107
組内回り 101  
蜘蛛 156
苦厄 157

 
くらいぬけ 19

  くらびらき(蔵びらき)……38,123

クルリ棒 31  
暮市 118,120,151

 
クレグシ 197

 
黒あざ(黒痣) 88,154  
クロクワ 198,201

 
黒不浄 153  
クロンボ 42

 
クワ(鍬) 198,201

 
桑....................................... 125

 
桑壳9.................................... 26  
クワグテ(くわだて) 38,123  
桑苗 35  
クワノオシギリ 199,202

 
桑の種類 34  
桑畑 28  
グンマアカギ 35

 
ケ  

 
桂庵 36

 
ケイカイ井戸 1,22

 
芸人 49,51,179

 
競馬 179

 
ケイヤク 4,116

 
ケエザル 198

 ケサガケッ子................ 89
 ケシ 62 :

 
肖IJりバナ 125

 下駄 9,11
 ケダシ...................... 8

 下駄の鼻緒.................156
 

結婚 85,96,97,147
 

結婚式•••5,100,103,148,153,154
 

結婚式の座配 60
 結婚年令................... 96

 毛虫...................... 161
  

下痢 161,162 
 

玄関........................ 19
   1

 
源氏の落人 61

 剣術家.................... 167
 ケンチン汁 15

 ゲンノショーコ 161
 玄米 1〇7

 it禄袖.......................6
 
 コ 

 コーチ 33
 小字 166

 小泉稲荷 70
 小泉焼 21 

 講 61,64  交易........................ 49
 コウカンボウ................ 83

 誦種 34
 耕作用具 198

 鉱山 166
 庚申 61,64

 荒神 151
 庚申講 3,40,75

 庚申様……69,75,77,82,147,160
 荒神様 21,90

 庚申塔 64,77,79,148
 庚申の掛軸 76,78

 庚申の膳椀と箱 78
 庚申待 40,61,76,148

 
 コウセン 14

交通 49
こうで 158,160

 香奠 111
 鉱毒 168

 ゴウネッサク 28
 弘法大師 33

 コウヤゾメ 6
 月巴 153

  飜様 39
  蚕影山 37

  蚕影山大権現 70
  蚕影大神 70

  こかげまつり 39
  コガネガヤ 143

  五月節供 133
 

木t占し紋次郎................ 1
  古稀の祝 94

  gびつ 13
  賴竹...................... 20

  九日夜 146
 

 20,21,182,185,186
  コサ  187,188,189,195

  後妻 62
  こしあげ 10

  コジハン 11
  腰巻(き) 8,11,159

  腰巻き祝 94
 

  ご祝儀(御祝儀卜.12lZ7：li：169

 こじゅうと(小姑) 12,102
 戸主会 57,119

  コジュハン 11,29
  小正月 …16,38,115,123,126,128

  小正月の飾り替え 123
 

  ………1U2,14,16
  

ゴゼ(ごぜ) 51,179 
  コゼサン 51

  五節供 132
  ごぜの小便 171

  子育て地蔵 161
  子育て呑龍 92

  子育ての神 92
  ごちそう 15

  伍長 59,105
  子供の遊びの種類 178

  挪の墓 111
  コトハ日 116,131,149,150

  
諺.........................170

  
 小荷駄 109

 小荷駄馬 58
 小糠香煎 170

  木挽き 168
  古峰ヶ原 82

  ゴフコウと予兆 105
  ゴボウジメ 151

  ゴマ 127,200
  駒下駄 9



力十ババ.................................89   
カナムシ 160  

屋 51  
金 157 
金貸し 51 
カネゴエ 33 
かね玉 170 
金のなる木 166  
金のわらじ 96  
カビタリ餅 149 
かぶりもの(かぶり物) 8,9  
南瓜 154  
カマガミサマ 40 
カマギッチョ 171,172  

 

カマキリ 162,164,170  
(かまきり)’… 171,172  
カマ田 166  

 
カマップタ 85,89,143
かまど 21  
カマド神 151  
カマドの神 148  
釜鳴り 156  

カマノフタトリ 143  
 

r かま^"吼69⑽  

  カミ.................................... 109
 

髪 138,139
 

神送9 120
神かくし 106 
髪型 10 

 
紙芝居 .......179

 
神立ち 146
神棚 89  
S 159  
雷除け .................. 160  
神の鉢 126  
神の日 11  
神の水 3 
神迎Z 148  
かめのこ 7  
W茂様 37  
茅 25  

 
獄^) 39,124,128  

からざお節供 135  

カラ又f 良') 105,154,155刀/人、辰、 156,167 
烏鳴き 105,156  
カラス除け 139  
カラチゴの唄 179 
カラミズ 171  

 
家例 154
カロード 11 
川魚 157 

川崎大師 75,94
 

カワッピタリ 126,139,149
かわや参り 90

 
かわらけ 143

 
瓦板 179

 
瓦屋 112

 
カワリモノ(かわりもの)……3,15

 
樹甬 108

 棺かつぎ..................109
 

カンカン踊り……4,173,174,175
 監獄ミノ 199 

 ガンコ者 172 
かんざし .......155 
元日 117 
甘藷 31 
間食 12 
肝臓の薬 161 

 
元旦 115,117,118,120,121
乾田 28 
関東大震災 44 

 カンナ 182
神無月 104,116,146,148
旱魃 29,30,61 

 冠稲W 82 
 雜 126 

 

キ
 

祗園 16,95,155 
 祗園祭り 137,156 

きがえぎ 5 
雌 17 
キクガラ•ナスガラ 152 
4ゴザ 10 
キコリ 42 

 
岸又八 178
鬼子母神 64,76 
汽車 169 
喜寿の祝 94 
キジリ 21 

 きず傷 162 
北枕 105,106 
吉数 157 

 キツネ(きつね、狐)…46,164,168
きつねったかり 168
狐に化かされた話 168 
きつねの嫁入り 168 
絹市 3 
きぬかつぎ 12 

 
絹染め 7

 
杵 100

 
キノ：□(きのこ、茸)……15,18,42

 
 キノコシバイ

(キノコ芝居、 18,60,200
 きのこ芝居)

 
きのこめし 15,16

 
木登り 162

 
木の実 171

 
キバチ 199,203

 
キビ 14

 
貴船様 37,96,158

 
貴船神社 ..... 16,69

 
キミ 14

 キミだんご 14
着物 5,8,11,139

 
鬼門 20

 
キモンギリ 19

 
きゃはん 8

 
キヤリ 24

 
灸 154,155

 
給仕 12

 
  キュゥリ(きゅぅり)"…-136：154

旧暦 117
 

経カタビラ 108
 

行者 66,75,168
 

行商 47,51
凶数 ........157
共同井戸 1,22,205,206

 
共同飼育所 34

 
共同仕事 60

 
衅 17

 
キョメ 106

 
キョメの酒 108

 
キラズ 127

 
きりこみ 14

 
ギリシラズ 200

 
きりぼし 17

 
桐生大炊介 62

 
桐生織物 43

 
桐生機 199

 
 禁忌作物 33

金魚 116,132
 

木ん馬 179

 ク

 
クイゾメ 92

 
食いつぶし 26

 
クイノバシ 92

 
クサ 161



:tハジキ 178  
おはしん 10  
オハライ 107
谢箱 10 
おび(帯) 7,8,9
オビアキ 91 
オビタマサマ 126

 
オヒチヤギ 6,91

 
オヒチヤマイリ..............90

 
オビトキ(帯とき) 94,147

 
おひな様(お雛様)……92,132,133

 
オヒマチ 149

 
オビヤ 91,92

 
オビヤギモン 91
お百度参り 85,104 
オビヤッコ 169

 
オヒヤマイリ 91

 
おひる 12

 
オビンヅル様 157

 
才へヤマイリ 85,90,91

 
おぼぎ 5

 S夕篇^;)…3,85,89,90 
 

オボヤキ 91
 

オボヤケ 153
 

お松迎え 151
オマル(おまる) 143,144 
オマワシ 143,148

 
オミタマサマ 4,115,119,120
(オミタマ様)…… 124,126,127 

 
オミタマのご飯 127
オミタリ様 119,126 
お宮詣り 91

 
お召........................ 7
母屋 19  
織り子 3,43  
おりまげまぶし 199  
織物 26  
終り薬師 147  
オンカデ 147  
温泉神社 134,155  

 
御嶽講(御岳講) 80,123,157
御嶽さん 81  
女イチゲン 101,102  
女かぶり 9  
女の持ち物 24 
オンベかつぎ 156 

 

力 

 
蚊 172

  n、 腳9

 買い桑 3 
 力人コ(か 3,10,109

 ノ‘、货｝ 160,167,199
 カペコ祝イ(かいこ祝い) 3,37 

 蚕籠 35
 蚕びよう(蚕日傭) 3,36

 蚕の害虫 35
 蚕の種屋 34

 蚕の病気 35
 かいこまつり 39
 かいこや 20

 かいこ休 37
 開墾グワ 198 

 開墾地 33
 開さん 26

 外th着 7
 回転マブシ 35

 戒名 108
 改名 165

買物 50
回覧板 60

 改良マブシ 35
 カエル 40,117,147

 
 カエルマタ 83

 
 (かかあ天下) 26’104 

 かがみ(鏡) 88,154
かがり火 99

 かぎ竹 21 

 かぎっつるし  158 
 柿の種 154

 柿餅 115,126
 柿薬自币.................... 147

 
角帯........................ 8
かくし銭 108 
カクマン 162,164,171 
カクマントーロー 164,170 
神楽 4,145,173,174,179 
カクラン(霍乱) 80,158 
カクランマジナイ 158 
カヶエ(懸魚) 116,129 
かげ膳(陰膳) 80,82 
かけや 200,204 
景能霊神社 68,205 隻...........................................9
火災 154 
笠懸水利組合 30 

 カサカヶノ (笠懸野)……1邊4溫 

 笠懸野御新田........1CJ CC
 請負手形之事 1,b4,bb,bb

 笠懸の野  49
 笠懸野原 205

 笠懸の松(笠懸松) 63,166
 

飾りだんご in7 
  (飾り団子) 86,106,107

  火事 88,154
  かしの木 20

  火事坊主 73,168
  火事見舞 63

  迦葉LlJ.................................... 69

  風邪 158
  風邪の神 159

 
風の神送り 4,64,83,117 

  (風邪の神送り)…… 151,158
 風の吹く前兆 156

  風除け(風邪よけ)……64,160,205
  カゼヨケグワ 198,201

  火葬 108,113
  火葬場 112,159

 華族前髪 10
 肩あげ(肩上げ) 10,94

  かたかけなわ 39,129
  形代流し 4
  カタツッポウ 7

 かたつむり 161
 カタホケイ 23
 形身 155

 片見月 144,145
 

片身分け 113
 

  (かたわ者) 116’129

  
おぶし、鰹節) 89,109,159

 
 脚気 161

カッテ 21  
 カッパ 10,116,136,143

 カツブシミソ 88
カッペガシ 179 
カツモ 116,140 
かてめし 15 
カドウタイ 99 
門送り 24 
門付 134 
門火 141,142 

 ヵド松(門松)……61ii：151：155

カナカキ 29,198,201
 

カナゴキ(かな . 29,31
ごき、金ゴキ)• 199,202

 カナッカキ 30



エビス 129,151  
モビX講(えびす 15,40,116 
講、恵比寿講) 129,147  
士ビス様(えび 39,40,69  
すさま、恵比寿 70,116,119
さま、恵比寿様) 124,129,146 
恵方 120
恵方参り 118 
絵馬 84,85,87,161 
エンガ 198,201,205 

 117,121 
緣切り 155 
エンキりガタナ 1〇6  
エンキりメシ 109 

 緣組...................... 147
緣組み餅 117,147 
閻魔様 141  
エンムスビ(緣結び) 96,146  

才

オイナリ様 89 
大イチョウ 168  
大久保 27,56,57,59  
大久保のススケラ 

 ギJ努效のす•••••••••172,2。。  

オオシマ.................... 34   
大原 57,205  
大祇 4  
大原寺 71,72  
大原宿  ..... 1,2  

大原の市....................50 
大原の桜 134 
大原の通り 49  
大原の町割 205  
おおばんもち 122  
大前田英五郎 166  
大間々扇状地 22,56 
大間々の糸市 43 

 大晦日……117,120,151,152,160  
大麦 13,27,28,42,144,199  
おおめしぐらい 19  
大谷石 44  
大山阿夫利神社 66  
大山神社 66  
大山祗神社 68  
おかず 15  
オカタンボ 27  

  
 

56,165,205
岡上景能公 75  
岡上公… 63  

岡上様の井戸 22 
 岡上氏 76,112

岡上次郎右衛門景能 1 
 岡上水利組合 30 

W上堰 ...... 54 

 岡上用水…1,5,28,29,30,114,115
网 用小 132,138,165,205,206 

 オカバ 28 
オカボ(おかぼ)……27,28,31,60 

 才5マ様(おかま…29,39,83,116
さま、お釜様) 136,146,148 

 

 オカマのダンゴ .
(オカマの団子).H6,146,148 
オカマノルスダンゴ........148

 

オカミ 114
才神ノオ帰リ 148 
才神ノオタチ 4,146 . 

才神ノ鉢 119,120
オガミマキ 28
オガミムシ 171,172
オガミヤ 157 
オカリブシ 51 

 才^' 69,80,82,117
(お仮屋) 148,149 
オカンガ沢 165 
オカンババア.............. 172  
おきなぐさ(翁草) 171,179 
お客ぎもん 7 
オキョメ 111 
おくまん様 66 

 

 85,98,99 
送り中間 98 
送り盆 154 
おくれ霜 157 
オクンチ 4,16,116,145 

オコサマ(オコさ
ま、おこさま) 34,36,160 
オコソズキン g 
オコモリ 116 
おごり 15 
オサキ(おさき) 18,162

 オサム.................... 164
お産 85,90 
お産の呪い 159 
お産見舞 9 
御師 82,136 

 おしい 15, 
お七夜 85,90,91 
押麦(押し麦) 13,16 

 オシメ .................... 151

 おじや...................... 14
 

お釈迦さま(お釈迦様)…133,134
オシャクッコ 1〇〇

 
オシャリ井戸 71

 (ぉ^|^7<>........98,100,101

おしようろ様 140 

 乃//ザ 128,147,158

 オシラサマ(オシラ様)……69,127
お汁粉 128

  ぉ供え 118,123
おたいこ 8,9  

 オタ去アゲ…… 3,4,115,116
不グそ厂ゲ 126,145

 

オタナ 117,119 
お棚板 115,119

 オタナ探し(才棚
探し、おたなさが…119,121,123 し、お棚さがし)

 

才棚ザラシ 121 
オチカヅキ 85,98

 お中元 138
お仲間 98
男蝶女蝶.................. 1〇〇 
オッカサンカブリ 9 
オッカド……38,115,120,125,128 
おっき ....... 148 

 おっきりこみ 14,16
おっけ 15 

  お通夜 107
お手玉 178 
お手玉うた 179 
おてのこぼ 109

 
オテマル 127,144 
ぉ天道様 136

  オトウカ 66,159
 オトウカッピ 156

 オトカ 168,169
おとかつき 169 
オトカの嫁どり 169 
村ベ 61

 
おなべ仕事 37

 
おなめ 15

 
鬼 116,130 
オニジャクシ 200,203

 
オニッコ 93

 鬼もたまげるような人 167
鬼除け 150

 
オネ 165

 
オハグロ 1〇



 
伊勢講....................... 82 y  
伊勢崎機...................199 ' 
伊勢参り.................80,82 '
TU...........................................50 、  
TlrW....................................... 5〇 1

 行ゲン(一げん、一見卜..95,598 ]
 

-*見受(ナ.................... 98

 (-雖敷) 洲,訓,皿,

～ 膳飯.................... 154 '• 
-人前..................38,163 1  
イチノセ................................ 35 '  
市日 132  
イチベイ 34,35
—夜飾り 151 
一夜餅....................153  
市六斉 50

 
> 57,62,64,121  

 
一升めし.................... 19

 
一升ロック 106

 
一食の基準 12  

1,2,5,19,21,22
井尸 23,27,157,159 
井戸替(え) 2,5,21,22,23  

 井戸神(様)……2,22,118,130,158
井戸づな 23 
井戸繩 22 
糸ひき(糸挽き) 43,199 
糸挽き娘 43
イトマキ 3

 
糸屋 43
井戸胃 23 
糸より機 199,204

 イナ........................ 89
 

いなご...................... 18
 

稲作........................ 26
稲荷...................... 131 
イナリガ沢 165

 
於共样 ..19,20,40,69,149
ネ1 日荷様..... 151,160,169 

 稲荷神社.................. 128
 

稲荷まつり(稲荷...20,40,69,131
祭り、稲荷まつり) 148,149 
犬 87,110 
いぬV、ぐら 19  

 ィヌの日(戌の日)..... 3?53466

 
稲あげ.................... 148  
稲刈り 29

 イネ:□キ 199
 イネワラ 199

 イノコ餅 4,117,146
 イノコロ餅 146

 祈り釘…… 160
位碑•••108,110,113,140,141,160
位碑持ち.................. 109

 位碑分け 108
 疣 158 

レ、ぼむすび.................. 9
 獄这 曜

 今泉イッケ 62
 忌まれる年令 153

 忌まれる日 153
 芋 15,145,154 

 レ、もがら(芋ガラ) 17
 鋤屋.................... 112

イモバタケ 154
 レ、れずみ.................... 1〇

  色直し 1〇〇

 イロリ(囲炉裏) 154,158
 

祝いごと.................... 12
祝いごとをさけた日 104

イワシ 130 
岩船地蔵尊講 82 
岩見重太郎 177 
隠居........................ 62 
インキョメン 62
引導...................... no

 

 ウ

 
植木イッチ 61,62,118,119,120

 (植木一家)… 123,140,142,155 
 

兎の肉 155
 

牛 28,43
 

氏神 19,20,149
 

ウジガミ様(氏神様)-83,118,131
 

 21’33'171 

 丑の刻参り 83
牛の鳴き声 164
丑の日 139
丑湯 139
ウシロノヽチマキ 9 

 
 ウス(臼) 151,200,203 

ウス年 121 
ウタイ(謡) 60,121

 
ウタイコミ 99

 謡初。 121

  ウチ神様 93
  ウツギ 32,115

  うでぬき 8
  うどん …2,12,14,16,17,102,142

  うどん緣起 62,121
優曇華.................... 156

 うどんとそば 16
  うなぎ 47

産着 90
 ウブゲ 91
 産土様 92

 ウブタテ(の)飯 88,90
  ウブヤギ 6

  産湯  89,164
  卯の日卯の刻 117

 
28,43,44,46,50 

  馬  128,136,140,172
  馬方節.................... 175

馬肥え取る日 128
馬小屋 19

 馬捨て場 108
 馬ヅキ 93

 馬の観音様 128
馬のくせ 44

 馬の沓 156
 馬の特徴 44

 午の日 153
 ウマノマラ 171

 馬のウラジ 127
 19,184,185,186

 ウマヤ(つまや)…187,189,194

 うまやごえ(うまやごい)...44,127
 うまやのこやしとり 44

 
  (生れ代り) ilJ,iZU

 ウミゴモ 88
 梅干(し) 17,139,161,162

 £ 157
 うるしかぶれ 162

 運送屋 50
 運搬具 50

ェ  
 ェイ仕事(えい仕事) 38,62

……28,29,37,62
 

 疫病神 137,138
 疫病除け 158

 ェゴイモ 15
 越中ふんどし 8

  ェナ 89



索 引

 
ア  

アーボ、ヒーボ 159 
藍 2,11

 挨拶 111
 青大将 155

アオチ 171  
 

赤あざ(赤痣) 154
赤蛙 161  

 
銅街道(銅山街道J.........2溫:器 

赤城おろし 26,34 
赤城講 82 
赤城様 19,134,136,159 

 
3,54,56,61,64

赤城神社  65,82,83,117
134,138,145,147  

赤城のもちくい 138  

赤城山 42,116,131,135,156
アカセン 171 
赤つ子地蔵 73 
赤ッツラ飯 128 
赤不?争 153  
赤堀道元 166  
赤ん坊 157  

 
ァキァゲ(秋あげ)..... i晋｝盟  

アキノカタ(アキ 117,118,119 

の方、明きの方) 122,150 
秋葉様 66 

 
秋葉神社 ……67,116,145

 
秋葉大権現 66

 
秋祭り 115,145

 
アキヤサン 66,79

 
あくたれぐち 11く79(悪たれぐち)  lb2J72 

あくび 154 
アグリ 91 
アゲハチマキ 9 

 ft...........................................31
アザ 108 

 
(アサウラぞうり) 9’W 

朝えびす ..........129 
 

1ftの葉の模様 89
朝はん 12 

朝日やけ 156 
朝風呂 116  

浅間山 26 
朝飯 11 
朝飯前の仕事 11 
朝湯 115,118
足入れ 85,103 

 足尾鉱毒....................30
足尾銅山 2,114 

 足尾の銅 50 

足ナカぞうり 10 
 小豆 28 

アズキガユ(小豆ガユ、 39,61
 あずきがゆ、小豆粥)…126,128 

 
アズキボウトウ 1C- (あずきぼうと) 15’16,76 

あずきめし ‘.15 
アズマ街道 87
アゼ 33 
アゼカキ 198,201 
アセモ 161
愛宕様 66
愛宕精進 65
愛宕神社 66
あだ名 165 
アトマル.................... 9  

あと厄 153 
 アナップサゲ 41 

アナッポリ 108 
穴ほり(穴掘り) 109,154
アナマワリ(あネ 11〇

 まわり、穴回り)10,109,110 
 アネサンカブリ 9 

 姉さん女房 96 
 ナ由......................................... 18  

 油祝い 41,149 

 油みそ 15
油もち 41

 
アフリ様 137

 
アベカワ 76

 
雨具 10

 
雨ごい(雨乞 3,33,60,61,64 

 い、雨乞) 82,136,159 

 甘酒 18
甘茶 133

 天の川 138,139
 胃 139

 アメップリ 82
 雨又は晴になる前兆 155

 アヤス 172

アヤトリ 178
アラク 33

 
 33,198,201

 » 107,108
 

新仏 133
 あら仏の墓 110

 
新盆 114,116,141,142

 
新盆棚 141,142

 新盆提灯 141,142
新盆づきあい 142
新盆見舞 63,114,141,142

 アリ(蟻) 155,172
アルコールエ場 31
荒れ日 116,138

 
アワ(あわ)•••2,13,14,16,26,199
粟こわ飯 130

 
合せ@ 8

 
 アワメシ(アワめし、粟飯

 
アワもち(アワ餅、 13,16   あわもち、粟餅) 130,151

 
アンゴ 39

 
安産 3,76,85,88

 
安産祈願 87

 ...........................................19
あんどん(行灯) 200,203

イ

イカダマブシ 35
 

イカリ(いかり)……199,200,204
 

息ぬき 22
 

イキボン(生き盆)……7,103,140
 

育児 93
  生品神社 132

いけ場を買う 108
 イコー坊主 168

 
居酒屋 51

 
イザリ機 43

 石臼 199,202
石返し 160

  石蹴り 178
石宮 117,149

 石屋 45
 

石山の観音(様) 50,128
 慰藉料 '……104

 
出雲 40,146,147

 
出雲国 116,117,148
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