
年

中

行

事

は

じ

め

に

年
々
、
暦
と
と
も
に
く
り
返
さ
れ
る
年
中
行
事
も
、

こ
こ
数
年
の
改
廃
が
大
き
い 

が
、
か
な
り
の
資
料
が
、
正
月
と
盆
の
行
事
を
中
心
に
集
め
ら
れ
た
。
本
村
の
位
置 

が
、
利
根
川
に
沿
つ
た
東
毛
の
水
田
地
帯
に
あ
る
の
で
、
東
毛
地
方
の
特
色
を
示
す 

風
習
が
目
だ
つ
て
い
る
。

は
じ
め
に
い
く
つ
か
あ
げ
て
み
よ
う
。

正
月
に
は
、

セ
チ
と
呼
ぶ
年
始
日
が
家
ご
と
に
決
ま
つ
て
い
て
、

一
族
が
集
ま
つ 

て
年
始
を
す
る
風
習
が
盛
ん
な
こ
と
は
、
盆
の
本
家
参
り
や
盆
参
り
が
盛
ん
な
こ
と 

と
相
ま
つ
て
、

一
族
の
結
合
を
固
く
す
る
大
事
な
機
会
だ
つ
た
こ
と
を
よ
く
現
わ
し 

て
い
る
。
平
坦
地
に
あ
つ
て
も
、
意
外
と
同
族
の
結
束
は
固
か
つ
た
の
で
あ
る
。
三 

が
日
の
家
例
に
、
餅
を
食
べ
る
と
は
れ
物
が
で
き
る
と
い
つ
て
、
餅
を
食
べ
な
い
伝 

承
が
あ
る
の
は
興
味
深
い
。
餅
は
年
神
へ
の
供
え
物
と
し
て
ま
ず
神
に
捧
げ
、
三
が 

日
を
過
ぎ
て
か
ら
四
日
に
棚
探
し
を
し
て
、
供
え
た
餅
に
種
々
の
も
の
を
入
れ
て
雑 

煮
を
作
る
よ
う
に
な
つ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

小
正
月
の
モ
ノ
ヅ
ク
リ
に
ハ
ナ
や
マ
ユ
玉
を
作
る
が
、
綿
ノ
花
と
い
つ
て
マ
ユ
玉 

の
小
さ
い
の
を
作
る
の
は
、
か
つ
て
綿
作
が
盛
ん
だ
つ
た
名
残
り
で
あ
ろ
う
か
。
ま 

た
、
飾
り
替
え
て
は
ず
し
た
幣
束
を
、
柿
.

梅
な
ど
の
成
り
木
に
し
ば
り
つ
け
て
実 

の
り
を
願
う
の
も
、
東
毛
に
多
い
風
習
で
あ
ろ
う
。
十
四
日
の
朝
、
正
月
の
飾
り
物 

を
燃
や
し
て
ご
飯
を
煮
た
り
、

マ
ユ
玉
を
ゆ
で
た
り
し
て
、
そ
の
灰
を
家
の
回
り
に 

ま
い
て
蛇
除
け
の
呪
い
と
す
る
風
習
も
あ
る
。
東
毛
地
方
に
道
祖
神
の
ド
ン
ド
ン
焼 

き
が
あ
ま
り
行
な
わ
れ
な
い
こ
と
と
関
係
が
あ
り
、
そ
の
変
化
と
見
ら
れ
る
。

オ
ミ 

夕•
マ
様
の
飯
を
作
つ
て
、
ゥ
ツ
ギ
の
箸
を
さ
し
て
年
神
に
供
え
る
風
習
も
よ
く
伝
え 

ら
机
て
い
る
。
正
月
の
十
六
日
は
盆
の
十
六
日
と
と
も
に
、
ィ
ロ
リ
の
ヵ
ギ
ッ
ツ
ル

シ
も
休
ま
せ
る
日
と
い
わ
れ
、
以
前
は
エ
ン
マ
大
王
の
縁
日
だ
っ
た
よ
う
だ
。

ェ
ビ
ス
講
の
供
え
物
に
生
き
た
カ
ケ
ブ
ナ
を
丼
に
入
れ
て
供
え
、
あ
と
で
井
戸
へ 

放
す
と
い
う
の
も
珍
し
い
。

ふ
つ
う
は
サ
ン
マ
や
イ
ヮ
シ
、
家
に
よ
っ
て
は
タ
イ
を 

供
え
る
が
、
生
き
た
フ
ナ
を
供
え
る
の
は
土
地
が
ら
で
あ
ろ
う
。
漁
村
で
カ
ケ
ノ
ウ 

才
と
呼
ん
で
、

タ
イ
や
ブ
リ
を
神
に
供
え
る
風
習
と
関
連
が
あ
ろ
う
か
。
二
月
の
初 

午
に
節
分
の
い
り
豆
を
使
っ
て
名
物
の
ス
ミ
ッ
カ
リ
を
作
る
。

ス
ミ
ッ
カ
リ
は
東
毛 

地
方
で
盛
ん
に
作
ら
れ
る
食
物
で
、
オ
ニ
オ
ロ
シ
と
い
う
竹
製
の
大
根
お
ろ
し
で
大 

根
を
荒
く
お
ろ
し
、

ニ
ン
ジ
ン
・
油
揚
げ•

サ
ケ
の
頭
な
ど
を
酒
粕
に
ま
ぜ
て
煮
こ 

ん
だ
も
の
で
あ
る
。
初
午
だ
け
の
食
物
に
な
っ
て
い
る
。

二
月
と
十
二
月
の
八
日
に
は
、
小
麦
粉
の
ヤ
キ
ビ
ン(

焼
餅)

を
作
っ
て
目
籠
に
入 

れ
、
竿
に
付
け
て
庭
に
立
て
鬼
除
け
に
し
た
と
い
う
。
焼
餅
が
コ
ト
八
日
の
供
え
物 

と
し
て
登
場
す
る
の
も
、
こ
の
地
方
の特
色
と
見
ら
れ
る
。
ふ
つ
う
は
盆
の
釜
ノ
ク 

チ
ア
ケ
に
、
焼
き
ガ 

マ
ス
な
ど
と
い
っ
て
作
ら
れ
る
例
が
多
く
、
以
前
は
コ
ジ
ユ
ウ 

ハ

ン(

お
や
つ)

と
し
て
よ
く
食
べ
ら
れ
て
い
た
。

六
月
の
初
山
参
り
が
盛
ん
な
こ
と
も
こ
の
地
方
の
特
色
で
あ
ろ
う
。
新
生
児
は
親 

戚
か
ら
初
山
着
物
が
贈
ら
れ
る
。
そ
れ
を
着
せ
て
六
合
村
の
富
士
嶽
神
社
や
館
林
の 

浅
間
神
社
へ
初
山
参
り
に
行
き
、
ウ
チ
ヮ
を
土
産
と
し
て
配
る
風
習
で
、
に
ぎ
や
か
に 

行
な
わ
れ
て
い
る
。
夏
の
祇
園
祭
り
に
、
サ
サ
ラ
と
い
う
獅
子
舞
の
行
列
が
盛
大
に 

行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
、
東
毛
地
方
の
流
行
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
の
若
衆
の
組 

織
が
で
き
て
い
た
よ
う
す
は
、
「芸
能
」

の
項
を
参
照
さ
れ
た
い
。

七

夕
(

タ
ナ
バ
タ)

に
カ
ツ

モ(

マ
コ
モ)

馬
を
作
る
こ
と
も
東
毛
地
方
の
特
色 

あ

る

風

習

で

、
こ
こ
で
は
一
対
の
カ
ッ
モ
馬
を
向
か
い
合
わ
せ
て
、
七
夕
飾
り
の 

竹
を
結
ん
だ
繩
に
吊
り
下
げ
た
り
、
横
木
の
上
に
の
せ
た
り
し
て
飾
る
。

カ
ッ
モ
馬 

は
取
っ
て
置
き
、
水
難
除
け
の
呪
い
物
に
し
て
い
る
の
も
興
味
深
い
。
七
夕
様
の



乗
馬
と
し
て
霊
力
を
認
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

盆
迎
え
を
盆
ブ
チ
と
い
っ
て
寺
か
ら
迎
え
る
が
、

い
っ
た
ん
屋
敷
の
ヶ
エ
ド(

入 

ロ)

に
土
山
を
盛
っ
た
所
へ
迎
え
、
夕
食
後
そ
こ
で
迎
え
火
を
た
い
て
家
ま
で
迎
え 

入
れ
る
と
い
う
の
も
、
そ
こ
が
外
界
と
の
境
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
新
盆
の
家 

で
は
以
前
は
高
灯
籠
を
立
て
て
目
印
し
に
し
た
と
い
う
が
、
現
在
は
新
盆
提
灯
を
軒 

先
に
吊
し
て
い
る
。
墓
地
の
土
盛
り
の
上
に
カ
ツ
モ
で
編
ん
だ
屋
根
を
掛
け
て
祭
る 

風
習
が
あ
る
の
は
、
よ
そ
で
あ
ま
り
例
を
見
な
い
珍
し
い
も
の
で
あ
る
。

盆
の
野
回
り
が
盛
ん
な
の
も
こ
の
地
方
の
特
色
で
あ
る
。
十
五
日
の
朝
、
主
人
が 

線
香
を
持
っ
て
そ
の
煙
に
盆
様
を
の
せ
、
自

家

で

し

て

い

る

田

畑

を

回

っ

て

、
 

作
が
ら
を
見
せ
て
回
る
な
つ
か
し
い
行
事
で
あ
る
。
盆
行
事
が
収
穫
を
祝
う
祭
り
の 

一
 

つ
で
も
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

旧
十
月
の
神
無
月
に
、
神
が
お
立
ち
に
な
る
一
日
の
早
朝
、
未
婚
の
男
女
が
鎮
守 

様
を
お
参
り
し
て
良
縁
を
祈
願
す
る
風
習
も
、
東
毛
に
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
十 

日
夜
の
ヮ
ラ
デ
ッ
ポ
ゥ
を
た
た
く
時
に
「忍
(

オ
シ)

の
鉄
砲
に
負
け
ん
な
」
と
唱 

え
て
、
川
向
こ
う
の
忍
藩(

行
田)

と
の
対
向
意
識
を
出
し
て
い
る
の
も
興
味
深
い
。
 

ェ
ビ
ス
講
に
麦
コ
ガ
シ
を
こ
ね
て
カ
キ
餅
を
作
る
と
い
う
の
は
何
の
意
味
か
、
よ
そ 

で
は
あ
ま
り
聞
か
な
い
〇
カ
マ
神
様
の
祭
り
が
盛
ん
で
、
オ
カ
マ
の
ダ
ン
ゴ
を
作
っ 

て
、
親
が
嫁
に
や
っ
た
娘
を
呼
ん
で
ご
ち
そ
う
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
う 

れ
し
い
行
事
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
親
が
五
十
五
才
に
な
る
と
、
子
ど
も
が
五
十 

五
ノ
ダ
ン
ゴ
を
作
っ
て
親
に
ご
ち
そ
う
し
て
や
る
風
習
も
う
れ
し
い
。

暮
の
十
二
月
八
日
、
ま
た
は
十
五
日
を
奉
公
人
の
出
替
り
と
し
て
い
る
の
は
珍
し 

く
、
ふ
つ
う
は
二
月
初
め
に
す
る
例
が
多
い
。
北
毛
地
方
の
山
間
地
に
伝
承
の
多
い 

大
師
粥
の
行
事
が
、
こ
こ
で
は
全
く
聞
け
な
か
っ
た
こ
と
も
特
色
と
い
え
よ
う
か
。
 

以
上
、
大
ざ
っ
ぱ
に
見
て
も
こ
の
地
方
に
か
な
り
特
色
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
 

各
項
目
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
旧
富
永
村
の
東
部
の
方
か
ら
、
旧
永
楽
村
の
西
部 

の
方
へ
順
に
並
べ
て
、
地
域
の
変
化
を
多
少
で
も
比
べ
て
み
る
便
を
考
慮
し
た
。(

関 

ロ
正
己)

一
 

月

元 

日

新 

暦 

昭
和
初
期
か
ら
新
暦
年
お
く
れ
に
か
わ
っ
た
。
「新
の
正
月
は
良
い 

けe

ど
、
ボ
ロ
と
ス
ル
ス
が
引
き
き
れ
ぬ
。
」(

萱
野)

大
正
四
五
年
こ
ろ
よ
り
新
暦
を
つ
か
ぅ
。(

天
神
原)

年 

神 

そ
の
年
の
神
で
あ
る
。
卯
の
日
に
ア
ガ
ル
。
だ
か
ら
一
膳
だ
け
の
年 

も
あ
り
、
二
膳
、
三
膳
の
こ
と
も
あ
っ
た
。

い
ち
ば
ん
長
い
十
二
膳(

日)

は
、
そ 

の
年
は
よ
く
な
い
。
少
な
い
方
が
よ
い
と
い
っ
た
。(

下
中
森)

年
神
は
運
の
神
様
で
、
お
飾
り
を
す
る
時
に
来
て
、
二
十
日
に
帰
る
。(

木
崎) 

正
月
様
は
卯
の
日
卯
の
刻
に
立
つ
。
来
る
の
は
分
ら
な
い
。(

舞
木)

年 

男
総
領
と
か
子
ど
も
が
す
る
。
若
水
も
年
男
が
汲
む
の
が
あ
た
り
ま
え 

だ
が
、

こ
れ
は
固
い
家
で
、
多
く
は
主
婦
が
汲
む
。(

下
中
森)

年
男
は
そ
の
家
の
相
続
人
が
な
り
、
井
戸
か
ら
若
水
を
汲
ん
で
来
る
。(

木
崎) 

年
男
に
は
そ
の
家
の
長
男
が
な
る
。(

萱
野)

節
分
の
時
だ
け
年
男
と
い
い
、
正
月
に
は
特
に
呼
ば
な
い
。(

鍋
谷)

若 

水 

特
に
若
水
を
汲
む
と
は
い
わ
な
い
。(

鍋
谷)
(

上
五
箇) 

若
水
迎
え
は
特
に
な
い
。
昔
は
火
事
が
多
か
っ
た
の
で
、
水
を
い
つ
も
く
ん
で
お 

い
た
。
水
を
あ
ら
た
め
る
の
は
女
衆
の
仕
事
で
あ
っ
た
。(

萱
野)

朝 

湯 

近

所.

隣
り
で
よ
ば
れ
っ
こ
し
た
。(

下
中
森)

朝
風
呂
を
た
て
た
家
も
あ
る
が
、
あ
ま
り
た
て
な
い
。(

上
五
箇)

朝
湯
は
三
が
日
に
入
る
。
風
呂
は
回
り
番
で
、
よ
び
っ
こ
を
し
た
。
湯
は
年
男
が 

一
香
先
に
入
る
。
そ
の
後
は
男
が
先
、女
が
後
で
あ
る
。(

萱
野)

朝
湯
は
三
時
こ
ろ
ま
で
に
た
て
、
近
所
の
人
を
よ
ん
だ
。

五
人
組
の
ま
わ
り
番
で 

し
た
。(

瀬
戸
井)

朝
湯
は
三
が
日
た
て
、
最
初
年
男
が
入
る
。
昔
は
普
段
は
交
代
で
た
て
た
。
三
十



人
も
入
る
の
で
、
そ
の
家
で
は
お
茶
出
し
が
大
変
だ
っ
た
。
し
ま
い
に
は
湯
が
少
な
く 

な
っ
て
、
「膝
湯
だ
、
肩
に
乗
ら
な
い
の
で
重
た
い
」
な
ど
と
、
皮
肉
を
い
ぅ
も
の
も 

い
た
。(

木
崎)

お
元
日
に
は
朝
湯
に
は
い
っ
た
。(

鍋
谷)

終
戦
前
ま
で
、
朝
湯
を
た
て
た
。(

天
神
原)

初
参
り 

元
日
夜
明
け
を
待
っ
て
鎮
守
へ
初
参
り
に
出
か
け
た
。
昔
は
時
計
が
戸 

ご
と
に
な
か
っ
た
の
で
、
鶏
の
鳴
き
声
で
起
き
出
し
て
お
参
り
し
た
。
瀬
戸
井
の
神 

社
で
は
神
主
が
い
て
、
太
鼓
を
た
た
い
て
拝
ん
で
い
た
。(

上
五
箇)

元
旦
に
は
お
宮
参
り
す
る
。
水
を
か
ぶ
っ
て
裸
参
り
を
し
た
人
も
い
る
。(

萱
野) 

夜
中
の
二
時
こ
ろ
、
男
が
裸
で
長
良
さ
ま
へ
お
参
り
に
ゆ
く
。
は
だ
か
参
り
と
い
っ 

た
。(

瀬
戸
井)

お
元
日
の
朝
、
初
参
り
と
い
っ
て
、
オ
サ
ゴ
と
お
賽
銭
を
持
っ
て
鎮
守
様
に
行
っ 

た
。(

鍋
谷)

恵
方
参
り
は
そ
の
年
の
恵
方
に
お
参
り
に
ゆ
く
〇(

天
神
原)

年

始.

セ
チ 

正
月
の
十
日
ご
ろ
ま
で
に
、
家

ご

と

に

「
セ
チ
」
と
い
ぅ
日
を
決 

め
て
お
い
た
。
そ
の
日
に
は
、
く
れ
た
娘
や
孫
た
ち
、
兄
弟
な
ど
が
集
ま
っ
て
、
そ 

こ
で
お
年
玉
な
ど
を
や
っ
た
。(

下
中
森)

「
セ
チ
」

は
同
族
の
新
年
会
で
家
例
に
な
っ
て
い
る
。
各
家
を
め
ぐ
り
、

一
月.
ーー
 

日
ょ
り
始
ま
り
、
小
池
家
は
六
日
。
同
族
が
多
い
程
た
い
へ
ん
で
、

ヱ
ビ
ス
講
あ
た

り
ま
で
続
く
。
四
斗
樽
が
二
十
日
に
終
っ
て
し
ま
う
。(

上
中
森
、
小
池
清
彦
氏)

セ
チ
と
い
い
、
親
戚
ど
う
し
で
年
始
日
を
決
め
て
お
い
て
、
そ

の

日(

セ
チ)

に 

お
互
い
に
行
き
来
す
る
。(

萱
野)

も
と
は
親
戚
や
懇
意
の
家
と
ご
年
始
に
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
い
た
。
半
紙
に
水 

引
き
を
か
け
た
物
に
お
年
玉
と
記
し
、
手
ぬ
ぐ
い
な
ど
を
付
け
て
持
っ
て
十
五
日
ご 

ろ
ま
で
に
行
っ
た
。
今
は
廃
止
し
た
。
回
礼
は
し
な
か
っ
た
。(

上
五
箇)

年
始
は
三
日
か
ら
七
日
こ
ろ
ま
で
に
す
る
も
の
で
順
は
な
い
。
神
主
は
三
日
ま
で 

寺
は
四
日
に
歩
い
た
。(

瀬
戸
井)

年
始
回
り
は
〃
オ
メ
デ
ト
ゥ"

と
言
っ
て
、
昔
は
若
い
衆
が
村
中
を
歩
い
た
と
し 

う
が
、
今
六
十
歳
か
ら
七
十
歳
ま
で
ぐ
ら
い
の
人
の
頃
は
も
う
や
ら
な
か
っ
た
。(

菅 

野)
年
始
廻
り 

特
に
順
は
な
い
が
、
右
の
方
か
ら
廻
る
。
左
廻
り
は
シ
ン
ダ
ン
ボ
マ 

ヮ
リ
と
い
っ
て
忌
む
。

ノ

メ

シ(

怠
け
者)

は
ー
ニ
軒
だ
が
、
固
い
も
の
は
全
部
廻 

る
〇 
(

木
崎)

明
治
十
年
頃
は
ま
だ
村
で
五
、
六
名
、
長
脇
差
し
、
脇
差
し
を
差
し
て
村
回
わ
り

床の間のシメ飾り

三ツヨリにして、松葉、コンブ、 

稲穂、ゴマメ、幣束、ダイダイ 

を付ける。土地の人が作る。

(赤岩)(関口正己 撮影)

年 神 棚居間の神棚の前に恵方に 

向けて吊る(萱野) (関口正巳 撮影)

年 神 棚(ザシキの天井に 

吊る(上中森)(関口正巳撮影)



を
し
た
。

村
の
年
始
は
お
元
日
に
鎮
守
様
で
す
る
。

こ
の
時
に
新
年
会
を
す
る
。
年
始
の
親 

戚
回
り
は
七
日
頃
ま
で
に
す
る
。(

鍋
谷)

半
紙
、
白
紙
一
帖
を
持
っ
て
年
頭
を
す
る
。(

天
神
原)

正

月

棚
(

オ
タ
ナ)

ョ
シ
ゴ
で
編
ん
で
年
ご
と
に
新
し
く
作
っ
た
。

二
尺
四
方 

ぐ
ら
い
で
一
つ
だ
っ
た
。
十
四
日
ま
で
お
い
て
お
い
た
。
そ
の
一
年
に
家
か
ら
葬
式 

を
出
し
た
り
す
る
と
オ
タ
ナ
は
作
ら
な
い
。(

下
中
森)

七
十
年
も
前
の
こ
ろ
は
、
年
神
棚
を
ョ
シ
で
二
尺
四
方
ぐ
ら
い
に
編
ん
で
作
っ
て 

い
た
。
竹
を
割
っ
て
折
り
曲
げ
て
棚
を
押
さ
え
、
天
井
か
ら
吊
る
し
た
。
棚
を
一
つ 

作
る
家
は
南
向
き
に
し
た
。

二
つ
作
る
家
は
相
向
か
い
に
飾
っ
た
。

つ
ま
り
年
神
棚 

を
南
向
き
に
し
、
オ
ミ
タ
ナ
様
の
棚
を
北
向
き
に
し
て
向
き
合
わ
せ
、
同
じ
物
を
供 

え
た
。
瀬
戸
井
の
南
室
行
知
神
官(

七
十
才)

に
御
幣
を
作
っ
て
も
ら
い
、

二
本
立 

て
て
、
供
え
餅
や
正
月
に
作
っ
た
物
を
朝
晩
に
供
え
た
。
お
神
酒
も
あ
げ
た
。
供
え 

物
は
年
男
が
供
え
た
。(

上
五
箇)

正
月
棚
は
神
棚
の
ほ
か
に
、
竹
を
割
っ
て
、
簾
の
ょ
ぅ
に
編
ん
で
棚
を
作
る
。
節

分
ま
で
置
く
。
大
正
の
始
め
か
ら
ョ
シ
ゴ
に
な
っ
た
。
供
え
る
も
の
は
、
萩
の
箸
で 

あ
げ
る
。
竹
の
箸
で
あ
げ
ち
ゃ
悪
い
。
萩
の
箸
の
な
い
家
で
は
、_

を
使
う
。(

木 

崎)
も
と
は
ョ
ジ
ガ
ラ
で
毎
年
つ
く
っ
た
が
、
今
は
板
で
組
み
立
て
る
。

お
棚
に
は 

年
神
様
を
ま
つ
る
。
お
供
え
餅
は
紅
白
で
、
白
が
下
、
紅
が
上
に
重
ね
る
。

お
棚
の 

注
連
に
は
七
色
の
物
を
つ
る
し
た
。
弊
束
、

ユ'
ス
リ
ハ
、
豆

が

ら

コ

マ

メ

ft
布 

松
の
葉
、
蜜
柑
な
ど
で
、
多
少
家
に
ょ
っ
て
異
な
っ
た
。(

鍋
谷)

年
神
棚
は
板
を
組
ん
で
作
っ
て
あ
り
、
取
り
外
し
が
で
き
、
恵
方
へ
向
け
ら
れ
る 

ょ
う
に
な
っ
て
い
る
家
も
あ
る
。
大
き
さ 

七

五

cmX

五

九

cm
高
さ
四o

cm(
赤 

岩)
か
ま
神 

流
し
の
上
に
祭
る
。
お
正
月
に
お
し
め
を
作
る
。
子
ど
も
が
で
き
る
と
、
 

男
な
ら
扇
子
、
女
な
ら
棧
俵
を
あ
げ
る
。(

木
崎)

カ
ド
松 

松
•

竹
を
出
入
口
に
当
る
庭
の
真
中
に
二
本
立
て
た
。

シ
メ
繩
は
張
ら 

な
い
。
势
时
イ
ッ
ケ
で
は
カ
ド
松
を
立
て
な
い
し
、
ほ
か
に
も
松
飾
り
を
使
わ
な
い
。
 

屋
敷
内
に
松
を
植
え
て
も
い
け
な
い
と
い
う
。(

上
五
箇)

諸
田
四
万
氏
宅
で
は
門
松
は
た
て
な
い
。(

中
島)

供
え
物 

家
中
イ
ッ
ケ
は
三
が
日
に
は
、
年
神
様
に
大
き
い
供
え
餅
を
一
組
あ
げ 

る
だ
け
で
、
他
の
神
に
は
切
り
餅
を
供
え
る
。

一
寸
真
っ
角
に
餅
を
切
っ
て
、
上
に 

紅
を
つ
け
、
紙
に
包
ん
で
神
様
に
供
え
る
。(

上
五
箇)

正
月
の
三
元
日
は
、
ご
飯
も
神
の
鉢
に
盛
り
、
節
分
の
時
の
ま
す
に
入
れ
、

ハ
ギ 

の
箸
で
供
え
て
回
っ
た
。
年
神
様
、
大
神
宮
様
、
ニ
ビ
ス
様
、
オ
カ
マ
様
、
俵
神
様
、
 

仏
様
、
屋
敷
鎮
守
様
な
ど
に
供
え
た
。(

鍋
谷)

家 

例
一

日

か

ら

三
日

ま

で
、
朝
う
ど
ん
、
昼
余
り
物
、
夜
ご
飯
に
塩
引
き
サ 

ケ
と
イ
モ
汁
。
三
が
日
の
う
ち
に
ト
ロ 

ロ
汁
を
食
べ
る
と
風
邪
を
ひ
か
な
い
。(

上
五 

箇)
三
力
日
は
餅
を
食
べ
な
い
。
餅
を
食
べ
る
と
ふ
き
で
も
の
が
で
き
る
と
い
う
の
で
、
 

餅
は
つ
く
る
け
れ
ど
食
べ
な
い
で
、
そ
ば
を
食
べ
る
。

四
日
の
朝
は
ぞ
う
に
を
食
べ
る
〇(

萱
野)

正 月 棚 73 cm x 59 cm高さ41cm 
(赤岩) (関口正己 撮影)

正月の供え物

手富貴、ミカン、カキ、コンブ、スルメ、

サケ(上五箇) (関口正己 撮影)



将
田
家
は
、
餅
を
食
べ
る
と
腫
れ
も
の
が
で
き
る
と
い
い
、
三
力
日
う
ど
ん
を
食 

べ
る
。(

木
崎)

ハ
ギ
の
箸
を
家
族
の
人
数
だ
け
作
っ
て
お
き
、
正
月
う
ち
に
ハ
ギ
の
箸
で
食
べ
た
。

(

鍋
谷)

朝
—
う
ど
ん
、
昼
—
お
し
る
こ
、
夜
—
米
の
飯
。
三
ガ
日
は
餅
を
食
べ
な
い
。(

天

神
原)木

村
家
と
森
田
家
は
、
三
ガ
日
は
う
ど
ん
を
家
例
と
し
て
い
る
。(

新
福
寺)

元
日
か
ら
七
草
ま
で
の
橋
本
甚
次
郎
氏
宅
の
食
事
。

朝
食
—
三
元
日
ウ
ド
ン
、
四
日
は
オ
シ
ル
コ
、
七
日
は
七
草
オ
ヵ
イ
。

昼
食
—
四
日
は
し
ょ
う
油
ヤ
キ
モ
チ
、
七
日
餅
。

夕
食
—

一
日
か
ら
四
日
ま
で
米
の
飯
、
七
日
に
も
米
の
飯
。

八
山
勝
義
氏
宅
で
は
、
三
元
日
は
ウ
ド
ン
で
男
衆
が
つ
く
る
。
女
衆
の
手
を
か
け 

て
は
い
け
な
い
。
諸
田
四
万
氏
宅
は
、
三
元
日
に
餅
を
食
う
と
は
れ
も
の
が
で
き
る 

と
い
っ
て
、
ウ
ド
ン
を
食
う
。
田
代
一
家
は(

田
代
姓)

三
元
日
は
イ
モ
ゾ
ウ
ニ
だ 

け
で
す
ご
す
。
イ
モ
は
里
芋
。(

中
島)

禁 

忌 

小
池
家
で
は
三
力
日
に
餅
を
食
べ
ず
、
う
ど
ん
、
そ
ば
の
み
で
あ
る
。
 

又
、
暮
に
大
掃
除
を
せ
ず
に
、
三
力
日
に
毎
日
掃
除
を
す
る
。
う
ど
ん
を
ゆ
で
た
湯 

で
主
人
を
は
じ
め
家
中
で
天
井
板
ま
で
掃
除
す
る
。

小
池
家
は
上
中
森
の
草
分
け
で
、
文
禄3

年
に
授
楽
寺
を
開
い
た
時
の
檀
那
に 

な
っ
て
い
る
。
武
田
勝
頼
の
家
臣
で
あ
り
、
利
根
川
沿
い
に
逃
げ
の
び
て
こ
こ
に
落 

ち
着
い
た
が
、
暮
に
家
を
新
築
し
た
為
に
正
月
に
荒
壁
等
が
落
ち
て
来
た
の
で
掃
除 

を
し
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
と
い
う
。(

上
中
森•

小
池
清
彦
氏)

三
力
日
に
餅
を
食
べ
る
と
オ
デ
キ
が
で
き
る
。(

上
中
森)

年
神
さ
ま
の
い
る
う
ち
は
争
い
ご
と
を
す
る
と
悪
い
。

年
初
め
に
何
か
あ
る
と
一
年
中
あ
る
の
で
注
意
す
る
。
特
に
け
が
や
病
気
に
気
を 

つ
け
る
。(

瀬
戸
井)

三
元
日
は
は
だ
し
に
な
っ
た
ら
い
け
な
い
。(

鍋
谷)

西
ノ
根
の
武
藤
家
で
は
三
力
日
に
餅
を
食
べ
ず
、
お
供
え
も
あ
げ
な
い
で
う
ど
ん

だ
け
で
過
ご
す
。

三
日
に
餅
を
あ
げ
る
。
先
祖
の
武
藤
ヶ
ン
モ
ッ
が
休
泊
堀
の
工
事 

中
に
大
谷
家
と
争
い
武
藤
家
の
前
で
そ
れ
を
曲
げ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
に
ょ
り
殿
様 

に
つ
か
ま
り
前
橋
へ
連
れ
て
行
か
れ
、
正
月
の
三
日
に
帰
っ
て
来
た
の
で
、
そ
の
し 

き
た
り
を
守
っ
て
い
る
。
今
で
も
ヶ
ン
モ
ッ
橋
が
休
泊
堀
に
か
か
っ
て
い
る
。(

舞
木) 

門 

付 

三
河
万
歳•

獅

子•

猿

廻
し•

俵
こ
ろ
が
し
な
ど
が
来
た
。(

木
崎)

二 

日

謡
初
め 

今
は
新
年
会
を
二
日
に
す
る
。(

下
中
森)

謡
初
め
は
二
日
に
若
い
衆
が
や
っ
た
。
高
砂
、
四
海
波
、
千
秋
楽
ま
で
や
っ
た
。
 

萱
野
が
上
、
下
に
わ
か
れ
て
い
て
、
お
互
いの若
い
衆
が
宿
に
集
ま
っ
て
や
る
。
宿
は 

長
男
が
嫁
を
も
ら
っ
た
家
で
や
っ
た
。
謡
初
め
の
際
、
両
方
の
組
か
ら
使
者
が
立
っ 

て
下
か
ら
上
へ
、
上
か
ら
下
へ
と
謡
い
を
一
つ
ず
つ
や
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、

こ
の 

使
者
に
な
る
の
は
礼
儀
作
法
な
ど
き
び
し
く
て
大
変
で
あ
っ
た
。

口
上
の
の
べ 

方 

が
わ
る
か
っ
た
り
、
態
度
そ
の
他
に
問
題
が
あ
る
と
、
あ
あ
で
も
な
い
こ
う
で
も
な 

い
と
い
わ
れ
て
な
か
な
か
帰
し
て
も
ら
え
な
い
。
そ
こ
を
上
手
に
な
ん
と
か
逃
げ
て 

こ
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
大
変
で
あ
っ
た
。
相
手
側
で
は
何
と
か
使
者
の
落
度
を 

さ
が
し
に
か
か
る
わ
け
で
あ
る
。

行
っ
て
く
れ
ば
行
っ
て
き
た
で
、
皆
の
前
に
手
を
つ
い
て
無
事
任
務
を
果
し
た
と 

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。(

菅
野)

二
日
の
事
始
め
が
う
た
い
初
め
で
、
長
良
さ
ま
へ
村
中
の
人
が
行
っ
て
「
高
砂
や
」 

を
や
っ
た
。(

瀬
戸
井)

正
月
二
日
に
謡
初
め
を
し
た
。
戦
前
ま
で
で
戦
後
は
全
く
し
な
い
。
嫁
を
も
ら
っ 

た
家
が
宿
に
な
る
。
部
落
に
新
し
い
嫁
が
来
る
ま
で
は
宿
に
な
る
。
青

年

会(

男
だ 

け)

が
し
た
。
酒
や
肴
は
持
ち
寄
っ
た
。

ア
ベ
ヵ
ヮ
、
オ
シ
ル
コ
、
ゥ
ド
ン
な
ど
の 

ご
馳
走
を
し
た
。
十
時
頃
か
ら
四
時
頃
ま
で
飲
ん
だ
り
食
っ
た
り
し
た
。(

鍋
谷)

各
ク
ル
ヮ
毎
に
宿
を
決
め
て
毎
戸
の
主
人
が
寄
っ
て
、
謡
い
初
め
を
す
る
。
そ
の 

後
で
御
馳
走
や
酒
で
談
笑
し
た
。(

舞
木)

う
た
い
ぞ
め
は
元
日
に 

二
尸
一
名
集
ま
り
、
う
た
い
を
や
る
。

一
年
間
の
行
事
の



割
り
ふ
り
を
す
る
。(

天
神
原)

仕
事
始
め 

半
日
で
も
、
繩
を
ー
ボ
で
も
な
っ
て
か
ら
遊
べ
と
い
っ
た
。(

上
五
箇) 

二
日
の
仕
事
始
め
に
は
、
な
わ
を
ー
ボ
な
ぅ
程
度
。(

鍋
谷)

一
月
二
日
は
仕
事
は
じ
め
、

こ
の
日
に
は
、
し

ま

だ(

ま
ぶ
し)

を
お
る
と
か
、
 

な
に
か
を
つ
く
っ
て
、
年
神
さ
ま
に
あ
げ
た
。(

赤
岩)

男
は
繩
な
い
、
藁
す
ぐ
い
、
女
は
オ
ハ
シ
ン
の
準
備
を
す
る
。(

天
神
原)

三 

日

厄
落
し 

三
日
の
日
に
厄
除
け
の
神
さ
ま
に
参
拝
し
た
。(

瀬
戸
井)

不
浄
日
だ
が
、
改
ま
っ
た
こ
と
は
何
も
し
な
い
。(

天
神
原)

四 

日

棚
探
し 

お
供
え
餅
を
下
げ
て
焼
い
て
食
べ
た
。
坊
さ
ん
の
年
始
は
別
に
し
な
い
。

(

上
五
箇)

四
日
に
す
る
が
、
そ
の
時
お
ろ
し
た
お
供
え
は
二
十
日
の
汁
粉
に
使
っ
た
。(

萱
野) 

四
日
は
棚
サ
ガ
シ
で
、
下
男
の
い
る
家
で
は
下
男
が
し
た
。
主
人
は
下
男
の
小
遣 

い
と
し
て
棚
に
金
を
上
げ
お
供
え
だ
け
さ
げ
て
お
く
。(

鍋
谷)

お
供
え
を
お
ろ
し
て
食
べ
る
。
お
供
え
は
そ
の
日
に
食
べ
る
も
の
と
言
わ
れ
る
が 

現
在
で
は
、
二
月
に
な
っ
て
か
ら
、
油
で
揚
げ
て
食
べ
る
程
度
で
あ
る
。(

天
神
原) 

鍋

借

り

聞

か

な

い

。(

上
五
箇)

寺
の
年
始 

寺
へ
の
年
始
は
四
日
。
大
判
餅
を
二
枚
持
っ
て
寺
へ
行
く
。(

上
中
森) 

四
日
は
不
浄
日
と
い
っ
て
坊
さ
ん
の
年
始
日
で
あ
る
。
萱
野
で
は
曹
洞
宗
、
洞
源 

寺
か
ら
ハ
ン
ニ
ャ
の
大
き
な
札
を
も
っ
て
く
る
。

四
才
の
子
の
厄
除
け
の
日
で
、
昔
は
新
田
郡
の
反
町
の
薬
師
様
に
お
参
り
し
た
が
、
 

今
で
は
赤
岩
の
光
恩
寺
が
代
行
す
る
。
ょ
く
調
べ
て
あ
る
も
の
で
、
子
が
四
つ
に
な 

る
と
招
待
状
が
く
る
。

こ
れ
は
今
で
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。(

萱
野)

寺
の
年
始
は
な
い
。
部
落
内
に
医
王
寺
と
い
ぅ
無
住
の
寺
は
あ
る
。(

鍋
谷) 

赤
岩
の
光
恩
寺
へ
行
っ
て
、
四
才
に
な
っ
た
子
供
の
厄
除
を
す
る
。

(

天
神
原)

六 

日

爪
切
り 

七
草
を
ひ
た
し
た
水
に
爪
を
つ
け
て
か
ら
爪
は
は
ぎ
る
。
元
日
か
ら
そ 

れ
ま
で
切
ら
な
い
。
正
月
様
が
い
る
の
に
爪
を
切
っ
て
は
い
け
な
い
。(

上
中
森) 

山
入
り 

六
日
は
山
の
仕
事
始
め
、
鎌
を
も
っ
て
山
に
行
き
、
少
し
で
も
い
い
か 

ら
仕
事
を
す
る
。

シ
バ
を
刈
っ
て
来
る
。(

瀬
戸
井)

六
日
は
山
入
り
と
い
っ
て
山
仕
事
を
し
て
も
ょ
い
。
オ
サ
ゴ
、
餅
、
オ
ヵ
シ
ラ
ッ 

キ
を
持
っ
て
い
っ
て
オ
ミ
キ
を
飲
む
。(

萱
野)

六
日
は
山
入
り
で
、
屋
敷
鎮
守
の
東
南
に
朝
早
く
行
き
、
松
飾
り
を
し
て
、
オ
サ 

ゴ
、
紅
白
の
餅
、
お
酒
を
供
え
る
。
こ
の
時
に
山
刈
り
鎌
か
木
鎌
を
持
っ
て
行
っ
た
。
 

昭
和
十
年
ご
ろ
ま
で
は
し
た
。(

鍋
谷)

林
を
伐
る
人
や
ィ
ヤ
マ(

家
の
裏
の
林)

を
伐
る
人
が
、
酒
一
升
飲
ん
で
仕
事
を 

始
め
た
。(

赤
岩)

山
の
木
の
伐
採
を
す
る
人
が
四
十
〜
五
十
人
い
た
が
、
屋
敷
山
等
の
材
木
を
買
う 

元
締

め

の

家(

舞
木
で
三
軒
程
あ
っ
た)

に
集
ま
っ
て
山
入
り
を
す
る
。
屋
敷
山
の 

立
木
に
お
し
め
を
三
力
所
繩
で
し
ば
る
。
下
に
紙
を
し
い
て
塩
、
お
供
え
、
オ
サ
ゴ 

を
置
く
。
山
の
木
を
一
本
切
る
。(

舞
木)

山
仕
事
に
ま
ち
が
い
の
な
い
ょ
う
に
、
山
の
神
を
ま
つ
る
。
山
に
は
入
ら
ず
、
仕 

事
の
道
具
を
山
の
神
様(

屋
敷
鎮
守
様
の
隣)

に
供
え
て
、
注
連
を
は
り
、
酒
を
供 

え
る
。
主
な
山
仕
事
は
、
農
閑
期
に
、
薪
を
切
っ
た
り
、
燃
料
用
の
柴
草
、
下
草
刈 

り
等
で
あ
る
。
山
の
神
様
は
天
狗
様
で
、
栃
木
県
オ
ノ
マ
タ
に
あ
る
。(

天
神
原) 

山
入
り
に
は
、
オ
ー
バ
ン
と
い
う
尺
真
角
の
赤
、
白
の
餅
と
、
小
半
紙
を
敷
い
て
、
 

ご
ま
め
、
昆
布
、
神
酒
を
山
の
神
に
供
え
、
あ
た
り
の
草
を
刈
る
ま
ね
を
し
た
。(

福 

島)
一
月
六
日
は
山
入
り
、
近
く
の
山
に
入
っ
て
、
桝
の
中
に
半
紙
を
敷
い
た
お
膳
に 

餅
、
オ
サ
ゴ
、

に
ぼ
し
を
供
え
、
酒
を
ま
い
て
残
り
は
飲
ん
で
く
る
。

こ
の
日
に
山 

刈
り
と
い
っ
て
、
も
し
木
を
と
っ
て
き
た
。(

中
島)



七 

日

七
草
が
ゆ 

白
い
粥
を
食
べ
た
。
し
か
し
ナ
ズ
ナ
は
入
れ
た
。

ナ
ズ
ナ
の
こ
と
を 

ナ
ナ
ク
サ
と
い
う
。(

下
中
森)

七
草
を
ド
ン
ブ
ラ(

丼)

に
水
を
入
れ
て
冷
や
し
、
細
か
く
切
っ
て
お
か
ゆ
に
入 

れ
て
た
く
。
別
に
歌
は
な
い
。
そ
の
ド
ン
ブ
ラ
の
水
で
爪
を
ふ
い
て
か
ら
爪
を
は
ぎ 

る
と
ば
い
菌
が
つ
か
な
い
と
い
う
〇(

上
五
箇)

七
日
に
は
七
草
ガ
ユ
を
す
る
が
、
こ
の
辺
で
は
、
ノ
コ
ギ
リ
ッ
パ
ー
つ
で
七
種
の
か
わ 

り
と
す
る
。
略
式
で
あ
る
。
ノ
コ
ギ
リ
ッ
パ
は
田
の
畔
な
ど
に
生
え
て
い
る
。(

萱
野) 

ナ
ナ
グ
サ
と
い
い
、
葉
が
七
つ
に
切
れ
て
、
鋸
の
歯
の
ょ
う
な
草
が
あ
る
。
「
日
本 

の
は
し
を
渡
ら
ぬ
う
ち
に
、
す
と
と
ん
、
と
ん
、
と
ん
」
と
唱
え
な
が
ら
叩
き
、
粥 

に
入
れ
る
。
「
秋
あ
ら
し
が
来
て
、
実
入
り
が
悪
い
か
ら
、
吹
い
て
食
べ
る
な
」
と
い 

う
。(

木
崎)

六
日
の
晩
に
七
草
ガ
ユ
を
す
る
。
昆
布
に
正
月
餅
を
入
れ
て
ヵ
ユ
を
つ
く
る
。(

鍋

谷)
六
日
の
昼
に
セ
リ
を
と
っ
て
水
に
ひ
た
し
て
お
き
、
ち
ぎ
っ
て
か
ゆ
に
入
れ
る
。

_

(

天
神
原)

正
月
の
七
草
に
は
、
昔
は
朝
早
く
か
ら
起
き
て
ト
ン
ト
ン
と
切
る
。
「
な
な
草
な
ず 

な
唐
土
の
鳥
が 

日
本
の
国
へ 

渡
ら
ぬ
う
ち
に 

ス
ト
ト
ン
ト
ン
ト
ン
」
と
う
た 

い
な
が
ら
や
る
。

一
夜
な
な
草
は
と
る
も
の
で
な
い
と
い
い
、
三
日
前
に
と
る
。
 

な
な
草
は
七
草
で
な
く
、
ナ
ナ
ク
サ
と
い
う
草
を
一
つ
と
れ
ば
ょ
い
。(

ナ
ナ
ク
サ 

は
ナ
ズ
ナ
の
こ
と
だ
と
い
う
。)
(

新
福
寺)

十 

一
 

日

ク
ヮ
入
れ 

十
一
日
の
朝
、
小
黒
に
供
え
て
お
い
た
松
と
、
オ
サ
ゴ
と
オ
オ
バ
ン 

(

餅
— 

一
升
ま
す
大)

等
を
持
っ
て
ク
ヮ
ィ
レ
畑(

大
体
き
ま
っ
て
い
る)

に
行
っ 

て
サ
ク
を
三
本
か
五
本
ぐ
ら
い
切
っ
て
、
そ
こ
へ
松
を
立
て
、
酒
と
尾
頭
つ
き
を
供 

え
、
謡
を
う
た
っ
て
酒
を
少
し
の
ん
で
帰
る
。

オ
オ
バ
ン
の
餅
は
家
中
で
焼
い
て
食

ベ
る
。
謡
は
高
砂
。(

下
中
森)

年
男
が
恵
方
の
田
や
畑
に
行
っ
て
、
鍬
で
三
本
ば
か
り
サ
ク̂

き
っ
て
、
ク
ヮ
ィ 

レ
様
を
祭
る
。
半
紙
を
四
つ
に
さ
い
て
、
棒
に
付
け
て
立
て
た
も
の
に
、
餅
や
一
升 

ま
す
に
入
れ
た
オ
サ
ゴ(

米)

、
チ
ョ
コ
や
盃
の
酒
、
か
つ
ぶ
し
、

コ
ブ
巻
き
な
ど
を 

供
え
た
。
酒
は
毒
味
し
て
か
ら
チ
ョ
コ
に
注
い
で
供
え
、
余
っ
た
酒
は
そ
の
場
で
年 

男
が
飲
む
。
雪
の
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
ょ
い
気
持
だ
っ
た
。(

上
五
箇)

こ
こ
で
は
鍬
入
れ
と
い
ぅ
。
十
一
日
ま
で
は
畑
へ
行
く
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
、
 

こ
の
日
に
は
、
た
と
え
三
尺
で
も
六
尺
で
も
鍬
を
入
れ
る
も
の
だ
と
い
っ
て
、
少
し 

で
も
サ
ク
を
き
る
。(

瀬
戸
井)

十
一
日
に
鍬
入
れ
を
す
る
。
夜
明
け
を
待
っ
て
い
て
出
か
け
て
い
く
。
田
の
吉
方 

に
お
松
を
た
て
、
オ
サ
ゴ
、
酒
、
肴
を
供
え
、
サ
ク
切
り
を
す
る
。
三
•

五
.

七
と 

と
に
か
く
奇
数
の
サ
ク
を
切
る
。
そ
し
て
、
謡
の
中
の
め
で
た
い
と
こ
ろ
を
一 

く
さ 

り
や
る
。
〃
正
月
は
め
で
て
え
。"

な
ど
唱
え
て
も
ょ
い
。(

萱
野)

鍬
入
り
は
十
一
日
に
あ
き
の
方
の
畑
へ
暗
い
ぅ
ち
に
提
灯
を
つ
け
て
行
く
。
夜
が 

明
け
て
か
ら
行
く
と
、
一
年
仕
事
が
お
く
れ
る
。
冷
酒
を
飲
み
、
帰
っ
て
来
て
か
ら
、

クワイ レオカ(畑)にすること 
が多い(下中森) (関口正己 撮影)

クワイレ(萱野)(関口正己撮影)



家
例
の
汁
粉
、
そ
ば
、
う
ど
ん
を
食
べ
る
。(

木
崎)

十
一
日
は
鍬
入
れ
で
、
朝
早
く
屋
敷
の
鼻
先
き
に
松
を
飾
り
、
一
 
g

に
オ
サ
ゴ
、
 

紅
白
の
餅
、
お
酒
を
入
れ
て
供
え
、
手
打
ち
を
し
た
。
昭
和
十
年
頃
ま
で
は
し
た
。 

(

鍋
谷)

11
日
は
鍬
入
れ
、
田
で
三
本
サ
ク
を
切
っ
て
真
中
に
松
に
オ
シ
メ
を
張
り
、3

力 

所
を
し
ば
っ
て
立
て
る
。
塩
•

オ
サ
ゴ•

ゴ
マ
メ
を
供
え
、
そ
こ
で
主
人
が
酒
を
飲 

み
、
謡
い
を
う
た
う
。(

舞
木)

ク
ヮ
ィ
レ
松
と
い
っ
て
、
畑
に
松
を
立
て
て
、
注
連
を
は
る
。
オ
サ
ゴ.

魚
•

才 

オ

バ

ン(

十
二
月
に
つ
く
っ
て
お
い
た
餅)

の
す
み
を
か
い
て
、
根
元
に
供
え
、
ク 

ヮ
で
サ
ク
を
切
り
、
お
神
酒
を
飲
む
。
残
り
の
オ
オ
バ
ン
は
持
ち
帰
っ
て
お
し
る
こ 

に
入
れ
て
食
べ
る
。(

天
神
原)

オ
シ
メ
を
た
て
、
そ
こ
へ
ご
ま
め•

お
さ
ご.

柿
.

大
判
の
の
し
も
ち
の
角
を
か 

い
て
こ
れ
を
上
げ
る
。
山
入
り
同
様
で
、
お
み
き
で
祝
い
を
す
る
。(

新
福
寺)

明
き
の
方
の
畑
へ
行
っ
て
さ
く
を
三
さ
く
切
り
、
真
中
の
さ
く
に
松
を
立
て
、
半 

紙
の
お
膳
に
餅
と
オ
サ
ゴ
を
供
え
て
く
る
。(

中
島)

倉
開

き

倉

は

少

な

い

が

、
倉
開
き
を
し
た
家
も
あ
る
。(

上
五
箇)

十 

四 

日

お
松
ひ
き 

十
四
日
に
か
ざ
っ
て
あ
っ
た
松
を
と
り
、
そ
の
あ
と
に
ハ
ナ
ギ
を
さ 

し
た
。(

瀬
戸
井)

十
四
日
に
は
オ
シ
メ
を
と
っ
て
稲
荷
様
の
と
こ
ろ
で
燃
す
。

マ
ユ
玉
を
作
っ
て
あ
げ
る
。
ま
た
六
日
に
切
っ
て
お
い
た
ナ
ラ
の
枝
で
ハ
ナ
木
を 

作
っ
て
あ
げ
る
。

オ
シ
メ
の
あ
が
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
は
み
な
あ
げ
る
。①

年
神
、
 

②

大
神
宮
、③

ヱ
ビ
ス
、
大
黒
、④

仏
様
、⑤

カ
マ
ド
神
、⑥

井
戸
神
、⑦

馬
屋
、
 

⑧

物
置
、⑨

便
所
、⑩

稲
荷
様
、⑪

鍬
入
れ
し
た
と
こ
ろ
。(

萱
野)

お
飾
り
の
松
を
取
り
、

マ
ユ
玉
を
飾
る
。(

舞

木.

天
神
原)

モ
ノ
ヅ
ク
リ 

十
四
日
を
モ
ノ
ヅ
ク
リ
と
い
ぅ
。
オ
タ
ナ
は
稲
荷
様
に
持
っ
て 

行
っ
て
お
く
。
お
飾
り
は
十
五
日
粥
を
炊
く
か
ま
ど
に
く
べ
る
。
灰
は
邸
ま
わ
り
、
 

稲
荷
等
に
ま
く
。

シ
メ
は
下
方
を
、
苗
を
束
ね
る
ナ
エ
バ
を
し
ば
る
わ
ら
と
す
る
。
 

マ
ユ
玉
は
、
綿
の
花
の
形
を
つ
く
っ
て
、
ヶ
ヤ
キ.

サ

ト

ゴ(

エ
ノ
キ)

な
ど
に
さ 

し
て
供
え
る
。(

下
中
森)

十

四

日

は"

モ
ノ
ッ
ク
リ"

と
い
っ
て
百
姓
道
具
を
作
っ
た
。

マ
ン
ガ
を
引
く
繩 

な
ど
を
作
っ
た
。(

萱
野)

ハ
ナ
カ
キ
に
は
ハ
ナ
木
を
使
い
、
門
松
や
年
神
様
の
所
に
立
て
る
。(

瀬
戸
井) 

ハ
ナ
木
に
は
十
六
節
の
ハ
ナ
を
か
き
、
大
神
宮
に
二
本
あ
げ
た
。(

鍋
谷) 

ハ
ナ
木(

ニ
ヮ
ト
コ)

を
削
っ
て
ハ
ナ
を
か
い
た
物
を
、
竹
の
先
に
一
本
に
一
個 

ず
つ
さ
し
て
、
方
々
の
神
様
に
供
え
た
。
六
、
七
十
年
も
前
に
は
ハ
ナ
カ
キ
の
道
具 

が
鍛
治
屋
に
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
で
ハ
ナ
を
か
い
た
。

ハ
ナ
は
大
神
宮
、
年
神
、

エ 

ビ
ス
大
黒
、
仏
壇
、
屋
敷
稲
荷
、
便
所
、
井
戸
な
ど
に
、

シ
メ
飾
り
と
交
代
し
て
供 

え
た
。
十
四
日
に
飾
り
替
え
た
。

ハ
ラ
ミ
バ
シ
や
ア
ヮ
ボ
な
ど
は
作
ら
な
か
っ
た
。
 

カ
ユ
カ
キ
棒
は
ハ
ナ
木
で
二
本
作
っ
て
年
神
棚
に
上
げ
て
お
く
。(

上
五
箇)

ハ
ナ
木
で
一m

も
の
長
い
も
の
に
ハ
ナ
を
た
く
さ
ん
削
り
か
け
て
年
神
棚
に
供
え 

る
。
あ
と
は
一
節
の
短
い
ハ
ナ
を
ハ
ナ
カ
キ
で
削
っ
て
作
り
、
松
の
か
わ
り
に
大
神

神棚にニワトコの枝を供える(小正月)(萱野)

(関口正己撮影)

堆肥場にさしたニワトコ(萱野)

(関口正己撮影)



宮
、
か
ま
ど
、
屋
敷
稲
荷
、
井
戸
、
便
所
、
小
屋
、
こ
や
し
場
な
ど
に
飾
り
か
え
る
。 

マ
ィ
ダ
ン
ゴ(

マ
ユ
玉)

も
い
っ
し
ょ
に
供
え
る
。(

赤
岩)

桑
ま
た
は
ナ
ラ
の
小
枝
に
繭
玉
、
綿

の

花(

米
の
粉
で
綿
の
花
の
よ
ぅ
に
作
っ
た 

も
の)

、
小

判
(

飾
り
菓
子)

を
飾
っ
て
正
月
棚
か
、
大
き
い
の
は
大
黒
柱
に
飾
る
。
 

花
木
を
削
っ
て
十
六
個
の
花
模
様
を
作
り
、
大
神
宮
に
あ
げ
る
。(

舞
木)

ハ
ナ
ゲ
を
か
い
て
、
大
神
宮
様
に
十
六
バ
ナ
を
あ
げ
る
。
現
在
は
、
節
の
十
六
あ 

る
ハ
ナ
ゲ
を
あ
げ
る
。

一
年
間
あ
げ
て
お
き
、
十
二
月
に
正
月
の
餅
を
ふ
か
す
下
で 

燃
す
。
堆
肥
に
も
ハ
ナ
ゲ
、
ま
ゆ
玉
を
あ
げ
る
。
ま
ゆ
玉
は
さ
げ
て
牛
馬
に
く
れ
る
。
 

ハ
ナ
ゲ
で
ヵ
ユ
ヵ
キ
棒
を
つ
く
る
。(

天
神
原)

ニ
ヮ
ト
コ
の
芽
の
つ
い
た
長
い
枝
を
堆
肥
場
に
さ
す
。(

萱
野)

ニ
ヮ
ト
コ
を
十
六
こ
の
芽
を
残
し
て
大
神
宮
さ
ま
に
あ
げ
る
。(

新
福
寺) 

成
り
木
の
呪
い 

十
四
日
の
モ
ノ
ッ
ク
リ
の
あ
と
、
外
し
た
お
シ
メ
を
、
梅

・
柿
•

ぼ
た
ん
き
ょ
ぅ
な
ど
に
し
ば
り
つ
け
て
お
く
。(

下
中
森)

十
四
日
の
も
の
づ
く
り
に
は
、
幣
束
を
作
り
、
柿
•

梅
.

李 

な
ど
に
し
ば
り
つ
け
た
。
こ
の
日
に
お
し
め
を
は
ず
す
。

繭
玉 

を
作
る
。
幾
分
大
き
く
十
六
繭
玉
を
作
り
、
あ
と
は
数
多
く
作 

る
。
綿
の
花
も
幾
つ
か
作
る
。(

木
崎)

正
月
飾
り
の
幣
束
を
ま
と
め
て
、
柿
の
木
や
梅
の
木
な
ど
の 

成
り
物
の
木
に
吊
る
し
て
お
く
と
、
実
が
よ
く
な
る
。
(

上
中

森
•

鍋
谷)

マ
ユ
玉 

米
の
粉
を
一
升
ほ
ど
こ
ね
て
マ
ユ
の
形
を
作
り
、
う
で
て
ミ
ズ
ナ
ラ
の 

木
の
枝
に
十
個
か
ら
二
十
個
ほ
ど
さ
し
て
、
年
神
や
鎮
守.

屋
敷
稲
荷.

井

戸•

便 

所
な
ど
に
供
え
た
。(

上
五
箇)

ま
ゆ
と
同
じ
形
に
つ
く
り
、

ハ
ン
ノ
木
に
さ
し
て
大
黒
柱
へ
立
て
る
。
ゆ
で
た
水 

は
家
畜
に
や
る
。

ま
ゆ
玉
は
一
週
間
く
ら
い
た
て
て
お
き
、
固
く
な
っ
て
か
ら
食
べ
た
。(

瀬
戸
井) 

マ
イ
ダ
マ
は
な
ら
の
木
の
枝
に
さ
し
た
。(

新
福
寺)

十
四
日
を
モ
ノ
ヅ
ク
リ
と
い
い
、
朝
の
う
ち
に
メ
ー
ダ
マ
を
作
り
ナ
ラ
の
木
の
枝 

に
さ
し
て
飾
る
。
メ
ー
ダ
マ
飾
り
は
、
十
五
日
の
夕
方
に
は
さ
げ
る
。
「
十
六
日
の
風 

に
は
吹
か
せ
ん
な
」
と
い
う
。(

鍋
谷)

一
升
の
粉
で
大
き
い
マ
イ
玉
を
十
六
作
り
大
神
宮
に
供
え
、
あ
と
の
一
升
で
小
さ 

い
マ
イ
玉
を
作
り
、
ほ
か
の
所
へ
供
え
る
。(

赤
岩)

正月様の幣束を成り木に吊る

(上中森)(関口正己撮影)

㈤床の間が祭壇で掛軸、お札を飾る、前は年 

神棚を吊る。

(相押入れの中に仏壇、上が神棚(下中森)

(関口正己撮影)

㈤床の間が神仏の祭壇になり前に年神棚を吊 

る

⑹押入れの上が神棚(下中森)

(関口正己撮影)



紅
白
の
ま
ゆ
形
を
つ
く
り
、
ナ
ラ
の
木
に
さ
す
。
床
の
間
に
は
十
六
ダ
マ
と
い
っ 

て
大
きt

ま
ゆ
形
を
飾
り 

恵
比
須
様
、
大
神
宮
様
、
ク
ヮ
ィ
レ
様
に
は
小
さ
い
の 

を

三*

四
個
さ
し
て
、
一
本
ず
つ
飾
る
。
り
っ
ぱ
に
や
る
ほ
ど
良
い
と
い
わ
れ
る
が
、
 

最
近
は
や
ら
な
い
家
が
多
く
な
っ
た
。

マ 

ユ
玉
を
ゆ
で
る
と
き
、
正
月
の
松
を
燃
し
、
そ
の
灰
を
水
に
と
っ
て
家
の
ま
わ 

り
に
ま
く
。
そ
う
す
る
と
、
家
の
中
に
ナ
ガ
ム
シ
が
入
ら
な
い
。(

天
神
原)

今
年
は
マ
ユ
玉
を
作
る
家
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
。
座
敷
に
飾
る
家
は
な
く
て
、
 

わ
ず
か
に
ヶ
ヤ
キ
の
小
枝
な
ど
に
さ
し
た
も
の
を
、
神
棚
や
仏
だ
ん
や
家
の
入
口
に 

供
え
た
家
が
数
軒
見
ら
れ
た
だ
け
だ
っ
た
。

マ
ユ
玉
は
十
四
日
の
朝
作
り
、
十
六
日
の
風
を
吹
か
せ
る
な
と
い
っ
て
、
十
五
日 

の
夜
取
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。(

上
中
森)

若
も
ち 

わ
か
も
ち
を
十
四
日
に
つ
く
。(

瀬
戸
井)

小
正
月
に
搗
く
餅
を
、
年
の
始
め
に
搗
く
の
だ
か
ら
若
餅
と
い
う
。(

木
崎) 

子
供
が
十
四
才
に
な
る
と
、
大
人
に
な
っ
た
祝
い
の
餅
を
つ
き
、
太
田
呑
竜
様
、
 

妻
沼
聖
天
様
へ
行
く
。

昔
、
若
餅
を
つ
き
な
が
ら
、

こ
ね
ど
り
の
う
で
を
つ
い
て
し
ま
い
、
そ
れ
以
来
若 

餅
が
つ
け
な
く
な
っ
た
の
で
、
ま
ゆ
玉
を
つ
く
る
家
が
あ
る
。(

天
神
原)

お
供
え
を
年
神
様
に
供
え
る
。(

新
福
寺)

十
四
日
の
朝
、
正
月
の
お
供
え
餅
を
焼
い
て
ゴ
マ
味
噌
を
つ
け
て
食
う
。

こ
の
日 

の
朝
の
ご
飯
は
、
正
月
飾
り
の
お
注
連
と
お
松
で
焚
く
。(

鍋
谷)

オ
ミ
タ
マ
様 

年
神
様
へ
お
む
す
び
を
棒
に
さ
し
て
供
え
た
。
ふ
つ
う
の
年
は
十 

二
個
、
う
る
う
年
は
十
三
個
供
え
た
。(

瀬
戸
井)

一
月
十
四
日
に
お
注
連
を
さ
げ
、
ク
ヮ
ィ
レ
に
使
っ
た
オ
サ
ゴ
で
オ
ミ
タ
マ
メ
シ 

を
つ
く
る
。
十
二
個
つ
く
り
ゥ
ッ
ギ
の
枝
を
一
本
ず
つ
さ
し
て
、
仏
様
に
四
つ
、
他 

を
年
神
様
に
あ
げ
る
。
オ
ミ
タ
マ
メ
シ
を
た
い
た
灰
を
家
の
ま
わ
り
に
ま
く
と
家
内 

安
全
に
な
る
。(

萱
野)

十

四

日

に

「
お
み
た
ま
様
を
作
れ
、
お
み
た
ま
様
を
あ
げ
ろ
」
と
い
い
、
重
箱
に 

御
飯
を
入
れ
、
う
つ
ぎ
を
十
二
本
さ
す
。(

木
崎)

十
五
日
の
朝
、
丸
く
握
っ
た
握
り
飯
六
個
を
、
半
紙
を
敷
い
た
お
膳
に
盛
り
、
才 

ガ
ラ
の
箸
を
六
本
た
て
て
、
お
棚
に
供
え
る
。

、、、
タ
マ
ノ
飯
と
い
う
。

こ
れ
は
メ
ー 

ダ
マ
飾
り
を
さ
げ
る
時
に
一
緒
に
さ
げ
て
、
焼
い
て
食
べ
る
。(

鍋
谷)

十
四
日
に
に
ぎ
り
飯
を
十
六
個
作
っ
て
お
膳
に
あ
げ
、
各
々
の
に
ぎ
り
飯
に
ゥ
ッ 

ギ
の
小
枝
を
さ
し
て
、
年
神
様
に
あ
げ
る
。
そ
れ
を
す
ぐ
に
下
げ
て
食
べ
る
。
病
気 

に
な
ら
な
い
。(

舞
木)

十
四
日
に
注
連
飾
り
を
下
げ
た
あ
と
、
御
飯
を
六
〜
八
個
に
ぎ
っ
て
、
ゥ
ッ
ギ
の 

棒
を
一
本
ず
つ
立
て
て
、
オ
ミ
タ
マ
様
に
供
え
る
。
十
五
日
に
さ
げ
て
焼
い
て
食
べ 

る
。(

天
神
原)

ミ
タ
マ
サ
マ
は
一
月
十
四
日
に
、部
屋
の
中
央
に
年
神
さ
ま
と
相
向
い
に
つ
く
る
。
 

丸
い
オ
ニ
ギ
リ
を
つ
く
り
、
う
つ
ぎ
の
木
を
二
芽
残
し
て
下
を
け
ず
っ
て
オ
ニ
ギ
リ 

の
ま
ん
中
に
さ
し
、
ミ
タ
マ
サ
マ
に
上
げ
る
。

十
六
日
に
松
か
ざ
り
を
と
っ
て
オ
ニ
ギ
リ
を
焼
い
て
食
べ
る
。(

新
福
寺)

一
月
十
四
日
の
晩
、
お
膳
に
半
紙
を
敷
き
、
ミ
タ
マ
の
飯
と
い
っ
て
握
り
飯
十
二 

個
の
せ
、
う
つ
ぎ
の
箸
を
十
二
本
さ
し
て
、
お
棚
に
上
げ
た
。

こ
れ
を
オ
ミ
タ
マ
様 

と
い
っ
た
。
十
五
日
の
朝
さ
げ
て
、
焼
い
て
食
っ
た
。(

中
島)

オ
ミ
タ
マ
様
は
最
近
ほ
と
ん
ど
作
ら
な
い
の
で
、
見
ら
れ
な
い
。(

下
中
森)

道
祖
神
十
四
日
に
門
松
を
取
る
。
お
飾
り
は
各
家
で
焼
く
。

こ
の
灰
を
水
に
入 

れ
て
家
の
ま
わ
り
に
ま
く
と
、
蠅
ょ
け
に
な
る
。(

上
中
森)

道
祖
神
は
別
に
祭
ら
な
い
。
ド
ン
ド
ン
焼
き
を
し
な
い
で
、
め
い
め
い
で
お
飾
り 

を
始
末
し
た
。(

上
五
箇)

道
口
ク
神
は
片
脚
で
、
ベ
っ
ぴ
ん
の
弁
天
様
に
恋
を
し
て
追
っ
か
け
回
し
た
の
で
、
 

弁
天
様
は
光
恩
寺
の
境
内
の
池
の
真
中
に
一
本
橋
を
掛
け
て
鎮
座
し
た
。
道
口
ク
神 

は
一
本
足
で
は
渡
れ
な
い
の
で
泣
寝
入
り
し
て
池
の
端
に
祭
ら
れ
た
。
今
で
も
、
足 

が
わ
る
け
れ
ば
道
口
ク
神
を
拝
め
と
い
い
、
願
掛
け
て
、
直
れ
ば
ヮ
ラ
ジ
を
あ
げ
る 

の
で
、
大
ヮ
ラ
ジ
が
か
か
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。(

赤
岩)

十
四
日
に
門
松•

正
月
棚
を
下
げ
集
め
て
天
王
様
の
前
で
焼
く
。
そ
の
火
で
餅
を 

焼
い
て
食
べ
る
と
病
気
に
な
ら
な
い
。
そ
の
灰
を
家
の
ま
わ
り
に
ま
く
と
火
難
厄
病



除
け
に
な
る
。(

舞
木)

十
四
日
は
浅
間
様
の
境
内
で
オ
タ
キ
ア
ゲ
を
し
た
。
昭
和
十
年
ご
ろ
ま
で
は
や
っ 

た
。(

中
島)

厄
落
と
し 

男
四
十
二
の
厄
年
に
は
、
十
四
日
に
厄
落
と
し
に
栃
木
県
佐
野
の 

元
三
太
子
に
お
参
り
し
た
。(

鍋
谷)

十 

五 

日

ア
ズ
キ
ガ
ユ 

十
五
日
ガ
ユ
を
す
る
。
さ
げ
た
餅
を
入
れ
る
。
カ
ユ
は
吹
か
ず
に 

食
べ
る
。
吹
い
て
食
べ
る
と
風
の
害
が
あ
る
と
い
う
。
カ
ユ
カ
キ
棒
は
と
っ
て
お
い 

て
苗
代
の
水
口
に
立
て
る
。(

萱
野)

朝
ア
ズ
キ
ガ
ユ
を
作
っ
て
、
カ
ユ
カ
キ
棒
に
大
判(

一
升
ま
す
の
大
き
さ)

の
餅 

の
片
は
し
を
ぶ
っ
か
い
て
挾
ん
で
、
カ
ユ
を
か
き
回
し
た
。
年
神
に
進
ぜ
て
か
ら
、
 

吹
か
ず
に
食
べ
た
。
「
こ
の
か
ゆ
は
あ
つ
く
も
吹
か
ず
に
食
べ
ろ
、
田
植
え
に
風
が
吹 

く
か
ら
。
」
と
い
う
。

七
草
で
青
い
芽
が
育
つ
ょ
う
に
葉
を
入
れ
た
カ
ユ
を
作
り
、
十
五
日
に
は
実
が
な

る
の
で
、
ア
ズ
キ
を
入
れ
た
ヵ
ユ
を
つ
く
る
。
 

こ
の
ア
ズ
キ
ガ
ユ
は
吹
い
て
食
べ
る
と
実
が
落 

ち
る
の
で
、
熱
く
と
も
吹
か
ず
に
す
す
り
こ
む 

も
の
だ
と
い
ぅ
。(

上
五
箇)

正
月
の
シ
メ
飾
り
の
わ
ら
を
燃
し
て
お
か
ゆ 

を
煮
る
。

こ
の
灰
を
十
能
で
す
く
っ
て
家
の
ま 

わ
り
に
ま
く
と
、
火
難
除
け
に
な
る
。
灰
を
水 

に
と
か
し
て
ま
く
家
も
あ
る
。(

上
中
森)

十
五
日
が
ゆ
を
あ
ず
き
が
ゆ
と
い
ぅ
。
重
箱 

く
ら
い
の
も
ち
を
切
っ
て
入
れ
て
食
べ
る
。
熱 

い
か
ゆ
を
吹
い
て
食
べ
て
は
い
け
な
い
。
吹
く 

と
稲
の
花
を
吹
き
落
す
と
い
わ
れ
た
。
(

瀬
戸 

井)

十
五
日
の
小
豆
が
ゆ
を
吹
い
て
食
う
と
、
西
風
が
吹
く
。(

鍋
谷)

小
豆
が
ゆ
を
、
ふ
い
て
食
べ
る
と
、
田
植
に
風
が
吹
く
か
ら
ふ
い
て
食
べ
る
な
と 

い
う
。(

天
神
原)

大
正
月
、
小
正
月
等
の
語
が
な
い
。
十
五
日
朝
は
小
豆
粥
。

に
わ
と
こ
で
粥
か
き 

棒
を
二
本
つ
く
り
、
こ
れ
で
粥
を
か
き
ま
わ
す
。
棒
は
先
を
十
文
字
に
割
り
、
そ
の 

割
り
ロ
に
繭
玉
を
さ
す
。
粥
を
か
き
ま
わ
し
た
後
は
神
棚
に
あ
げ
て
お
く
。(

下
中
森) 

カ
ユ
カ
キ
棒 

ハ
ナ
ギ
で
作
る
。
お
か
ゆ
の
た
か
っ
た
の
を
年
神
様
に
あ
げ
る
。
 

(

木
崎)

カ
ュ
カ
キ
棒
は
ハ
ナ
ギ
で
作
っ
た
。
十
字
に
割
り
目
を
つ
け
餅
を
は
さ
ん
だ
。
年 

神
に
供
え
た
後
戸
ロ
に
お
い
た
り
、
苗
間
の
水
口
に
立
て
た
り
し
た
。

は
ら
み
箸
や 

ア
ー
ボ•

ヒ
ー
ボ
は
作
ら
な
い
。(

鍋
谷)

カ
ュ
カ
キ
棒.'
に
マ
ュ
玉
を
半
分
に
切
っ
て
挾
み
、
ア
ズ
キ
ガ
ュ
を
か
き
ま
わ
す
。
 

米
粒
が
た
く
さ
ん
つ
け
ば
、
今
年
は
石
が
あ
る
と
い
う
。(

赤
岩)

カ
ュ
カ
キ
棒
に
餅
か
ま
ゆ
玉
を
は
さ
ん
で
小
豆
が
ゆ
を
か
き
ま
わ
し
、
か
ゆ
を
た 

け
て
、
年
神
様
に
あ
げ
る
。
あ
と
で
苗
代
に
立
て
る
。(

天
神
原)

ハ
ナ
ギ
の
棒
の
半
分
く
ら
い
の
皮
を
は
ぎ
、
先
を
四
つ
割
り
と
し
、
十
五
日
の
あ 

ず
き
が
ゆ
を
か
き
ま
わ
し
て
年
神
さ
ま
に
上
げ
、
二
十
日
に
下
げ
る
。
そ
の
後
は
大 

神
宮
さ
ま
に
お
き
、
苗
代
を
つ
く
る
と
き
水
口
に
さ
す
。

こ
れ
を
ま
た
ぐ
と
オ
コ
リ
が
た
か
る
。(

新
福
寺)

嫁
の
年
始 

嫁
の
里
帰
り
は
一
月
十
五
日
。

一
升
ま
す
大
の
大
判
餅
を
二
枚
持
た 

せ
て
や
る
。(

上
中
森)

十
五
日
に
は
嫁
さ
ん
が
里
が
え
り
す
る
。
大

判
(

餅)

を
二
枚
ず
つ
紙
に
包
み
贈 

る
。
嫁
さ
ん
の
初
め
て
の
ュ
サ
ン
日
だ
と
い
う
。(

下
中
森)

嫁
ゴ
の
年
始
日
で
嫁
ゴ
は
実
家
へ
ご
年
始
に
行
く
。
そ
の
時
、
親
の
ゲ
へ
み
や
げ 

物
と
し
て
大
判
の
餅(

一
升
ま
す
の
大
き
さ)

を
二
枚
持
た
せ
て
や
る
。
家
に
ょ
り 

紅
白
に
染
め
た
り
し
て
、
水
引
き
を
掛
け
て
ご
年
始
に
持
っ
て
行
く
。
実
家
で
は
大 

判
の
持
っ
て
来
ら
れ
る
家
へ
か
た
づ
い
た
と
い
っ
て
喜
ん
だ
。(

上
五
箇)

十
五
日
に
嫁
ゴ
の
遊
山
日
と
い
っ
て
、
嫁
ゴ
が
里
帰
り
す
る
日
で
あ
る
。(

木
崎)

カユカキ棒(天神原)

(青木則子撮影)



八
幡
宮
の
元
旦
祭
、
上
中
森
の
八
幡
様
へ
家
々
か
ら
お
供
え
餅
を
持
っ
て
参
拝
に 

行
き
、
家
内
安
全
の
お
札
を
も
ら
っ
て
く
る
行
事
が
、
ず
っ
と
前
か
ら
行
な
わ
れ
て 

い
る
。(

上
中
森)

嫁
、
番
頭
の
宿
帰
り 

十
五
日
に
は
大
バ
ン
餅(

一
尺
真
四
角
の
餅)

二
枚
を
持
っ 

て
、
嫁
、
番
頭
が
実
家
に
帰
る
。(

萱
野)

成
る
木'
責
め 

梅
の
木
な
ど
の
ナ
ル
モ
ノ
は
皆
ナ
タ
で
切
り
、
カ
ユ
を
ぬ
り
つ
け 

た
。
多
分
十
五
日
だ
と
思
う
が
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。(

萱
野)

十
五
日
の
朝
「
な
る
か
」
「
な
ら
ぬ
か
」
と
い
っ
て
実
の
な
る
木
を
鉈
で
き
ず
を
つ 

け
、
そ
こ
へ
か
ゆ
を
な
す
り
つ
け
た
。(

瀬
戸
井)

十 

六 

日

や
ぶ
入
り 

十
六
日
に
は
い
ろ
り
の
カ
ギ
ッ
ツ
ル
シ(

か
ぎ
竹)

ま
で
休
ま
せ
ろ
、
 

と
い
う
。(

下
中
森)

正
月
十
五
、
六
日
を
や
ぶ
入
り
と
い
う
。
「
カ
ギ
ッ
ツ
ル
シ
」
も
休
む
日
だ
と
い
わ 

れ
る
。(

瀬
戸
井)

正
月
の
十
五
、
十
六
日
は
、
カ
ギ
ッ
ツ
ル
シ
も
休
む
と
い
っ
て
、
湯
を
た
て
な
い
。
 

(

木
崎)

十
王
様 

仏
様
に
つ
や
の
つ
い
た
物(

あ
ぶ
ら
げ•

こ
ん
に
ゃ
く •

ご
ぼ
う
な
ど) 

を
煮
付
け
て
五
目
飯
を
作
っ
て
供
え
た
。
正
月
も
終
え
た
ょ
う
な
も
の
で
あ
る
。(

上 

五
箇)地

獄
極
楽
な
ど
の
絵
の
あ
る
十
王
様
の
掛
じ
を
、
医
王
寺
に
行
っ
て
見
て
き
た
。 

子
供
を
つ
れ
て
行
き
、
説
明
し
て
や
っ
た
。
正
月
の
十
六
日
に
は
必
ら
ず
行
っ
た
も 

の
だ
。(

鍋
谷)

堆
肥
出
し 

ふ
み
草
や
肥
料
を
こ
や
し
場
に
持
っ
て
行
き
、
堆
肥
を
外
に
出
す
。
 

(

天
神
原)

十 

七 

日

観

音

様

正

月

十

七

日

、
恒
落
山
宝
生
寺
の
境
内
に
あ
る
観
音
さ
ま
へ
参
拝
し
た
。

牛
や
馬
を
ひ
っ
ぱ
っ
て
き
て
観
音
さ
ま
の
ま
わ
り
を
ま
わ
っ
て
か
ら
、
赤
飯
を
馬
に 

や
っ
た
。(

瀬
戸
井)

十
七
日
は
埼
玉
県
上
岡
の
観
音
様
の
縁
日
で
、
馬
を
飼
っ
て
い
た
家
で
は
講
が 

あ
っ
た
。
足
利
の
手
前
の
ア
ガ
タ
の
観
音
様
に
馬
を0

れ
て
い
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
 

(

萱
野)

邑
楽
町
の
石
打
と
、
谷
中
の
観
音
様
に
参
詣
す
る
。
谷
中
は
ハ
チ
ベ
ー
ヵ
ン
ノ
ン 

と
い
い
、
女
の
下
の
病
に
い
い
。
埼
玉
県
比
企
郡
の
上
岡
の
観
音
様
に
参
詣
し
、
絵 

馬
、
孟
宗
竹
の
葉
を
受
け
て
来
た
。
こ
れ
は
ダ
ィ
バ
ょ
け
に
な
る
。
馬
を
飼
っ
て
い 

る
も
の
は
、
か
な
ら
ず
出
か
け
た
。(

木
崎)

正
月
の
十
七
日
に
は
、
安
産
祈
願
に
邑
楽
町
の
石
打
へ
行
っ
て
き
た
。(

鍋
谷) 

石
打
の
観
音
様
へ
嫁
が
参
拝
に
行
く
。
嫁
ゴ
観
音•

朝
観
音
と
い
っ
て
、
朝
早
く
、
 

さ
い
銭
と
オ
サ
ゴ
を
持
っ
て
行
く
。
嫁
に
来
た
て
の
人
は
母
が
つ
れ
て
ゆ
く
し
、
た 

い
て
い
都
合
を
つ
け
て
行
く
。(

天
神
原)

十 

八 

日

秋
葉
様
の
祭
り 

朝
早
く
、
風
を
当
て
な
い
う
ち
に
マ
ユ
玉
と
花
を
皆
さ
げ
る
。
 

秋

葉

様(

火
伏
せ
の
神)

の
祭
り
だ
か
ら
風
を
あ
て
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
秋
葉
様
に 

は
赤
飯
を
供
え
る
。
消
防
士
の
祭
り
で
あ
り
、
ポ
ン
プ
で
放
水
を
し
た
。(

萱
野)

ノ
ッ
キ
リ
競
馬
一
月
十
八
日
の
円
福
寺
に
あ
る
馬
頭
観
音
の
供
養
日
に
や
る
。
 

片
町
通
り
約
二
千
メ
ー
ト
ル
の
直
線
コ
ー
ス
が
競
馬
場
と
な
り
、
百
姓
馬
十
頭
位
出 

場
す
る
。
ゴ
ー
ル
に
竹
二
本
を
立
て
、
そ
れ
に
繩
を
張
り
、
手
拭
い
を
何
本
か
下
げ 

て
お
く
。
裸
馬
に
ま
た
が
っ
た
騎
士 
(

村
の
人
が
や
る)

が
走
っ
て
行
っ
て
、
立
ち 

あ
が
っ
て
そ
の
手
拭
い
を
取
る
。
そ
れ
が
大
変
に
難
か
し
い
。
回
ら
ず
直
線
コ
ー
ス 

で
そ
の
ま
ま
乗
り
切
る
の
で
、

ノ
ッ
キ
リ
競
馬
と
い
う
。(

舞
木)

十
八
が
ゆ 

十
五
日
の
小
豆
が
ゆ
の
残
り
を
、
あ
た
た
め
て
食
べ
る
。
十
八
日
は 

大
師
様
の
日
だ
が
、
十
五
日
に
続
い
て
作
る
の
は
容
易
で
な
い
の
で
と
っ
て
お
く
と 

い
う
。(

天
神
原)



二 

十 

日

エ
ビ
ス
講 

十
九
日
夜
、

ヱ
ビ
ス
様
の
お
姿
を
神
棚
か
ら
下
ろ
し
て
床
の
間
に
飾 

り
お
膳
を
そ
ろ
え
て
祭
る
。
膳
に
は
大
盛
り
の
ご
飯
、
大
根
を
千
切
り
し
た
煮
び
た 

し
汁
、
ィ

ヮ

シ(

秋
は
サ
ン
マ)

な
ど
を
並
べ
た
。
ま
た
、
銭
や
そ
ろ
ば
ん
も
供
え 

た
。(

上
五
箇)

二
十
日
は
ヱ
ビ
ス
講
で
も
あ
る
の
で
、
館
林
に
い
っ
た
り
、
小
泉
に
い
っ
た
り
し 

た
。

エ
ビ
ス
様
を
か
ざ
っ
て
酒
、
オ
カ
シ
ラ
ツ
キ
に
ゴ 

ハ
ン
に
オ
ツ
ケ
を
供
え
た
。

一
 

銭
か
ら
千
円
ま
で
の
金
を
一
升
マ
ス
に
入
れ
て
供
え
る
。

"

一

生(

升)

マ

ス(

析)

繁
盛"

の
意
味
で
あ
る
。

そ
の
他
、
カ
ケ
ブ
ナ(

ザ
ッ
コ
で
も
ょ
い
。)

を
二
匹
ぐ
ら
い
川
で
と
っ
て
き
て
供 

え
た
。
カ
ケ
ブ
ナ
は
講
が
終
る
と
井
戸
の
中
に
入
れ
た
。
虫
を
食
べ
る
か
ら
で
あ
る 

と
い
う
。(

萱
野)

え
び
す
様
は
東
向
き
に
し
て
ご
ち
そ
う
す
る
。
お
か
し
ら
つ
き
、
ご
は
ん
の
お
高 

盛
り
、
い
も
の
入
っ
た
ケ
ン
チ
ン
汁
を
供
え
る
が
、
こ
の
日
に
は
、
金
を
ま
す
に
入 

れ
て
供
え
る
。(

瀬
戸
井)

恵
比
須•

大
黒
の
軸
を
全
部
出
し
て
、
そ
の
前
に
て
っ
こ
盛
り
の
ご
飯
、
頭
付
の 

サ
ン
マ
、
カ
ケ
ブ
ナ
、
カ
ブ
、
里
い
も
な
ど
を
そ
な
え
る
。
カ
ケ
ブ
ナ
は
生
き
た
フ 

ナ
を
ど
ん
ぶ
り
に
入
れ
た
も
の
、
カ
ブ
は
主
に
聖
護
院
で
大
き
い
ほ
ど
良
い
と
い
う
。
 

里
い
も
は
、
芽
が
出
が
た
い
の
で
め
で
た
い
と
い
う
意
味
で
あ
げ
る
。

家
中
で
、
恵
比
須
様
に
あ
げ
た
も
の
を
、

い̂
^

で
買
う
と
、
で
き
る
だ
け
大
き 

い
金
額
を
言
っ
て
少
し
ず
つ
食
べ
あ
う
。
景
気
ょ
く
買
っ
て
食
べ
る
。

恵
比
須
様
を
生
ぬ
る
い
湯
で
洗
う
。

フ
ナ
は
翌
朝
生
き
た
ま
ま
井
戸
に
は
な
す
。
 

春
、
井
戸
替
を
す
る
と
、
ヤ
セ
た
フ
ナ
が
い
る
。(

萱
野)

二
十
日
正
月
に
え
び
す
講
と
い
っ
て
、
朝
そ
ば
、
昼
す
し
、
夜
す
し
を
つ
く
る
。
 

え
び
す
様
は
い
つ
も
南
向
き
だ
か
ら
東
に
向
け
る
。
え
び
す
膳
に
は
財
布
、
飯
を
才 

タ
カ
盛
り
に
し
て
、
生
き
て
い
る
カ
ケ
ブ
ナ
ニ
匹
を
供
え
る
。

こ
の
フ
ナ
は
、
翌
朝 

井
戸
に
入
れ
る
。(

鍋
谷)

ェ
ビ
ス
の
掛
字
を
出
し
て
お
宮
を
か
ざ
り
、
酒
.

柿
•

サ
ン
マ
等
の
お
膳
を
あ
げ 

る
。
右
左
逆
の
お
膳
で
あ
る
。
大
黒
様
に
も
あ
げ
る
。
お
膳
を
下
げ
る
時
に
有
金
全 

部
を
供
え
て
買
っ
て
く
る
。(

舞
木)

お
そ
な
え
、
お
神
酒
、

ヒ
レ
頭
付
の
ィ
ワ
シ
を
供
え
る
。
朝
は
そ
ば
を
あ
げ
る
。 

秋
か
ら
食
べ
す
ぎ
て
い
る
か
ら
と
、
あ
ま
り
沢
山
も
ら
な
い
。
夜
に
な
る
と
お
金
を 

ふ
や
し
て_
下
さ
い
と
お
願
い
す
る
。(

天
神
原)

二
十
日
正
月
二
十
日
で
正
月
は
終
る
の
で
、
お
棚
に
供
え
た
物
を
全
部
下
げ
る
。
 

マ
ユ
玉
も
こ
の
時
に
下
げ
る
。
二
十
日
正
月
が
す
む
と
仕
事
を
さ
せ
ら
れ
た
。(

上
五 

箇)
正
月
の
終
り
の
日
、
お
そ
な
え
で
汁
粉
を
つ
く
る
。

二
十
日
に
な
っ
て
初
め
て
汁 

粉
が
食
べ
ら
れ
た
。(

瀬
戸
井)

二
十
日
正
月
で
お
汁
粉
を
食
べ
た
。(

萱
野)

お
飾
り
は
二
十
日
の
風
を
吹
か
せ
る
な
と
い
っ
て
、
二
十
日
前
に
か
な
ら
ず
取
る
。

(

福
島)

一
月
十
四
日
に
つ
い
た
の
し
も
ち
を
焼
い
て
、
年
神
さ
ま
、

ミ
タ
マ
サ
マ
、
大
神 

宮
さ
ま
へ
上
げ
る
。
病
気
を
し
な
い
と
い
う
。(

新
福
寺)

二

十

四

日

遊
び
日 

こ
の
日
は
村
の
第
一
回
の
遊
び
の
日
、
き
め
ら
れ
た
お
じ
さ
ん
が
い
て 

「
ア
ソ
バ
レ
ョ
ー
」
と
村
中
を
ど
な
っ
て
歩
い
た
。

一
年
中
遊
べ
な
い
た
め
、

一
年 

い
く
ら
で
や
と
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
人
は
こ
‘の
よ
う
な
こ
と
が
わ
れ
る
と
安
心
し 

て
遊
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。(

瀬
戸
井)

愛
宕
別
火 

愛
宕
様
は
火
伏
せ
の
神
で
、
火
事
が
な
い
よ
う
に
、

一
月
と
十
二
月 

の
二
十
四
日
に
お
祭
り
す
る
。
天
神
グ
ル
ワ
や
行
人
塚
グ
ル
ワ
な
ど
ー
ク
ル
ワ
が
集 

ま
っ
て
、
サ

シ
(

割
ヵ
ン
の
寄
付)

を
も
ら
っ
て
五
目
飯
を
こ
し
ら
え
、
持
ち
寄
せ 

て
食
い
講•

お
ご
り
講
を
す
る
。
別
火
と
い
う
語
は
愛
宕
様
だ
け
に
使
う
。
ま
たI

五 

箇
の
祭
り
で
ハ
ッ
ヵ
シ
ィ(

二
十
日
四)

」
と
い
っ
て
、
二
十
四
日
に
祭
る
こ
と
に
な 

っ
て
い
た
。(

赤
岩)



二

十

五

日

天
神
講 

正
月
二
十
五
日
の
男
の
子
の
遊
び
、
子
ど
も
た
ち
が
組
に
な
っ
て
、
米
、
 

ご
ぼ
う
、
に
ん
じ
ん
な
ど
を
持
ち
寄
り
、
い
く
ら
か
の
金
を
出
し
合
っ
て
あ
ぶ
ら
げ 

.
ぐ
ら
い
を
買
っ
て
、
ご
も
く
め
し
が
き
ま
り
な
の
で
つ
く
っ
て
も
ら
う
。
色
紙
で
七 

夕
さ
ま
ょ
り
少
し
広
い
て
い
ど
の
巾
で
長
く
は
り
合
わ
せ
、
「奉
納
天
満
宮
」
と
書
い 

て
竹
の
竿
に
つ
け
て
天
神
さ
ん
に
上
げ
、
早
夕
飯
く
ら
い
の
時
間
に
会
食
を
し
た
。
 

女
の
子
は
や
ら
な
か
っ
た
ょ
う
だ
。(

新
福
寺)

二 

月

次

郎

の

一

日
(

一
日)

餅
を
一
臼
つ
い
て
、
神
様
に
あ
げ
た
り
食
べ
た
り
し
た
。(

上
五
箇)

次
郎
の
一
日
と
い
い
餅
を
つ
く
。

ア

ヮ

ィ(

間)

に
い
い
も
の
を
食
べ
て
な
い
か 

ら
、
時
々
餅
を
つ
く
。(

木
崎)

二
月
一
日
は
二
郎
の
ッ
ィ
タ
チ
、
朝
ぼ
た
餅
を
つ
く
る
。

こ
れ
は
家
の
も
の
だ
け 

が
食
う
も
ん
だ
と
い
っ
て
、
仏
様
に
も
供
え
な
い
。(

鍋
谷)

た
き
ご
わ
め
し
を
つ
く
る
。(

天
神
原)

節 

分
(

三
日)

年

取

り

ト

シ

ト

リ•

ト
シ
コ
シ•

マ
メ
マ
キ
な
ど
と
い
い
、
大
豆
を
い
っ
て
神 

棚
か
ら
順
次
、
屋
内
、
屋
外
等
に
ま
く
。(

下
中
森)

二
月
三
日
は
節
分
で
、
豆
を
豆
ガ
ラ
で
煎
る
。
〃
福
は
内
、
鬼
は
外"

を
競
争
で
早 

く
や
る
。
豆
は
自
分
の
年
だ
け
食
べ
る
。
ま
た
、
豆
を
と
っ
て
お
い
て
初
雷
の
と
き 

た
べ
る
と
子
供
が
雷
を
こ
わ
が
ら
な
い
と
い
う
。
豆
を
流
し
の
下
に
自
分
の
年
の
数 

だ
け
す
て
る
家
も
あ
る
。

年
取
り
の
晩
、
鎮
守
様
に
お
ま
い
り
し
て
帰
る
と
寒
い
の
で
、
菊
を
ほ
し
て
お
い

た
の
を
燃
し
て
あ
た
る
。
自
分
の
体
の
悪
い
所
に
そ
の
火
を
あ
て
る
と
そ
の
年
は
や 

ま
な
い
と
い
う
。(

萱
野)

鰯
の
頭
を
焼
く
時
、
「
稲
の
虫
の
ロ
を
焼
き
ま
す
、
麦
の
虫
の
ロ
を
焼
き
ま
す
」
と
、
 

作
物
の
名
を
全
部
あ
げ
、
そ
の
度
に
ペ
ッ
ペ
ッ
と
唾
を
か
け
る
。

い
っ
た
豆
は
、

一
 

旦
歳
神
様
に
あ
げ
て
か
ら
、歳

神
様•

大
神
宮•

お
恵
比
寿
様•

仏
様
の
順
に
ま
く
。
 

歳
神
様
の
前
に
ま
い
た
豆
を
家
の
人
の
年
の
数
だ
け
拾
っ
て
、
井
戸
の
中
へ
入
れ
、
 

そ
の
残
り
で
福
茶
を
飲
む
。
豆
は
年
を
食
う
と
い
っ
て
食
べ
る
。
残
り
の
豆
は
、
初 

午
の
ス
ミ
ツ
カ
リ
に
入
れ
た
り
、
初
雷
の
時
に
食
べ
る
。
鰯
の
頭
は
豆
が
ら
に
揷
し
、
 

と
ぼ
ロ
に
揷
す
〇(

木
崎)

節
分
の
豆
は
豆
木
を
も
し
て
い
る
。
年
男
は
風
呂
に
入
っ
て
豆
撒
き
を
す
る
。
撒 

く
順
は
、
年
神
様
—
大
神
宮
様
—
床
の
間
—
オ
カ
マ
様
—
ト
ボ
ロ
—
屋
敷
鎮
守
—
井 

戸
神
様
—
便
所
神
様
—
山
入
り
に
松
飾
り
を
し
た
所
な
ど
。
節

分

の

ユ

ズ(

冬
至
に 

ユ
ズ
を
味
噌
づ
け
に
し
て
お
く)

を
お
茶
に
入
れ
て
飲
む
。
豆
撒
き
の
豆
を
自
分
の 

歳
の
数
だ
け
拾
っ
て
井
戸
に
入
れ
る
。
豆
占
い
は
し
な
い
。
ヤ
カ
ガ
シ
と
は
い
っ
て 

い
な
い
が
、
豆
幹
に
イ
ヮ
シ
の
頭
を
さ
し
た
も
の
を
二
本
つ
く
り
、
「虫
の
ロ
を
焼
き 

ま
す
」
と
言
い
な
が
ら
ツ
バ
を
か
け
て
焼
く
。
こ
れ
は
年
神
様
に
あ
げ
て
お
く
。(

鍋 

谷)
家
の
中
へ
豆
を
ま
き
、
鎮
守
様
へ
も
行
っ
て
豆
ま
き
を
す
る
。(

赤
岩)

イ
ロ
リ
で
豆
が
ら
で
豆
を
焼
き
、
夕
食
後
、
ふ
ろ
に
入
っ
て
か
ら
、
豆
ま
き
を
す 

る
。豆

を
持
っ
て
鎮
守
様
へ
年
と
り
に
行
く
。
帰
っ
て
か
ら
福
茶
を
入
れ
て
年
神
様
に 

あ
げ
る
。
冬
至
に
つ
け
た
ユ
ズ
の
み
そ
ず
け
を
食
べ
な
が
ら
福
茶
を
飲
む
。(

天
神
原) 

横
の
木
の
二
本
又
に
鰯
の
頭
を
二 

つ
揷
し
た
も
の
を
年
越
し
の
豆
焼
き
に
使
う
。
 

こ
れ
を
ヤ
カ
ガ
シ
と
い
っ
て
、

つ
ば
を
か
け
な
が
ら
「
大
小
麦
の
虫
の
ロ
を
焼
き
ま 

す
」
と
農
作
物
の
名
を
い
っ
て
焼
く
。

ヤ
カ
ガ
シ
は
年
神
さ
ま
の
お
棚
へ
あ
げ
、
こ 

の
あ
と
ト
ボ
ロ
に
挿
し
て
お
く
。
豆
ま
き
の
豆
は
、
い
っ
た
ら
桝
に
入
れ
て
お
棚
に 

あ
げ
て
か
ら
ま
く
。
豆
ま
き
の
順
は
、
年
神
さ
ま
一
大
神
宮
さ
ま
ー
オ
イ
ベ
ス
さ
ま 

I

仏
さ
ま
一
屋
敷
稲
荷
—
浅
間
神
社
で
「福
は
内
、
鬼
は
外
」
と
唱
え
る
。
「福
は
内
、



鬼
は
外
、
鬼
は
外
」
と
唱
え
る
家
も
あ
る
。
福
は
内
は
家
の
中
を
向
い
て
、
鬼
は
外 

は
戸
外
に
向
っ
て
、

い
ず
れ
も
戸
を
開
け
て
お
く
。
年
取
り
の
豆
で
福
茶
を
入
れ
、
 

お
茶
を
飲
み
な
が
ら
、
自
分
の
年
の
数
だ
け
豆
を
食
う
。

こ
の
晩
に
、
冬
至
に
つ
け 

た
ユ
ズ
漬
け
を
食
う
。
年
取
り
の
豆
は
、
少
し
と
っ
て
お
い
て
初
午
の
ス
ミ
ツ
カ
リ 

に
入
れ
て
煮
る
。(

中
島)

家
中
イ
ッ
ヶ
は
十
八•

九
軒
あ
っ
て
、
先
祖
の
供
養
を
す
る
た
め
、
赤
飯
を
ふ
か 

し
、
お
客
を
呼
ん
だ
り
す
る
。
年
取
り
の
晩
は
人
声
が
消
え
て
か
ら
こ
っ
そ
り
愛
宕 

神
社
へ
年
を
取
り
に
行
く
。
豆
ま
き
を
し
な
い
で
、
米
を
ま
い
て
ロ
の
中
で
内
緒
に 

拝
む
。
家
中
氏
の
先
祖
は
鬼
子
母
神
な
の
で
、
豆
を
ま
か
な
い
し
、
「鬼
は
外
」
と
も 

い
え
な
い
。
家
中
氏
の
墓
は
阿
弥
陀
堂
の
所
に
あ
り
、
紋
は
三
つ
柏
。(

上
五
箇)

節
分
に
ヒ
イ
ラ
ギ
は
飾
ら
な
い
。(

赤
岩)

年
越
し 

旧
暦
で
は
、
節
分
が
年
内
に
な
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
ん
な
年
は
そ
の
分 

だ
け
余
計
に
食
う
こ
と
に
な
る
か
ら
「年
内
年
越
し
は
七
倉
あ
く
」
と
い
わ
れ
た
。

同
じ
年
に
三
回
豆
ま
き
を
す
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
、
「今
年
は
豆
ま
き
が
三
度
だ 

か
ら
豆
が
と
れ
る
」
と
も
い
っ
た
。
年
取
り
が
春
、
大
豆
の
種
ま
き
は
五
月
、
更
に 

年
取
り
が
十
二
月
に
ま
わ
っ
て
く
る
の
で
「
三
度
ま
き
」
と
い
う
わ
け
だ
。(

新
福
寺) 

ヤ
カ
ガ
シ 

大
豆
を
い
る
時
に
、

い
わ
し
の
頭
を
豆
が
ら
に
さ
し
て
、

つ
ば
を
か 

け
な
が
ら
「虫
の
ロ
を
焼
く
」
と

か

「
子
ど
も
の
腹
の
虫
を
焼
く
」
な
ど
と
唱
え
る
。
 

そ
れ
を
あ
と
で
ト
ボ
ー
ロ
へ
さ
し
て
お
く
。(

下
中
森)

イ
ワ
シ
の
頭
を
豆
が
ら
に
さ
し
て
、
「
四
十
八
シ
ユ
ク
の
豊
作
の
虫
の
く
ち
ば
し
を 

焼
く
」
と
い
っ
て
、
ほ
う
ろ
く
の
下
で
イ
ワ
シ
の
ロ
を
焼
き
、
豆
を
や
く
。
そ
れ
を 

苗
間
の
う
ち
に
立
て
る
。
ひ
い
ら
ぎ
の
木
と
、
焼
い
た
ロ
を
ト
ボ
グ
チ
に
は
さ
ん
で 

お

く

と

「
鬼
除
け
」
と
な
る
。(

瀬
戸
井)

イ
ワ
シ
の
頭
を
豆
ガ
ラ
に
さ
し
て
、
つ
ば
を
つ
け
て
焼
く
。
「
ヤ
オ
ヨ
ロ
ズ
の
虫
の 

ク
チ
を
焼
く
。
」
ヤ
カ
ガ
シ
は
年
神
様
に
あ
げ
て
苗
代
に
さ
す
。(

萱
野)

豆
の
か
ら
の
二
ま
た
に
イ
ワ
シ
の
頭
を
二
個
と
お
し
て
、
豆
が
ら
を
燃
や
し
な
が 

ら
、
湯
を
わ
か
し
、
そ
の
イ
ワ
シ
の
頭
を
焼
く
。

こ
の
時
に
「虫
の
ロ
焼
き
」
「
四
十 

二
色
の
わ
る
虫
の
ロ
を
焼
き
ま
す
」
な
ど
と
い
う
。
イ
ワ
シ
の
頭
は
年
神
棚
に
上
げ

て
置
く.
。
あ
と
で
片
づ
け
る
。

(

上
五
箇)

ィ
ヮ
シ
の
頭
は
豆
が
ら
に
さ
し 

て
、年
取
魚
と
し
て
取
っ
て
お
き
、
 

魚
の
骨
が
の
ど
に
つ
か
え
た
時
に 

こ
れ
で
さ
す
る(

ま
た
は
、
水
で

飲
む)

と
取
れ
る
と
い
う
。

ヒ
ィ
ラ
ギ
の
枝
を
さ
し
た
例
は
あ
ま
り
見
え
な
い
。(

赤
岩)

い
わ
し
を
二
叉
の
枝
に
差
し
て
つ
ば
を
は
き
か
け
て
焼
く
。
「大
小
麦
の
虫
の
ロ
を 

焼
く
」
と
言
い
な
が
ら
豆
が
ら
で
焼
く
。
稲
、
野
菜
等
作
物
全
部
の
名
を
言
っ
て
焼 

い
て
か
ら
年
神
様
に
あ
げ
る
。(

舞
木)

ま
ゆ
玉
を
さ
し
た
ナ
ラ
の
木
に
ィ
ヮ
シ
の
頭
を
さ
し
て
、
「
稲

の

虫

麦

の

虫d
 

麦
の
虫
、
ナ
ス
、
キ
ュ
ゥ
リ
、
ト
ゥ
ナ
ス
の
虫.
.
.

の
虫
を
焼
く
ぞ
ヤ
カ
ガ
シ
」 

と
、
作
物
に
つ
く
虫
の
名
前
を
い
っ
て
焼
く
。

ヤ
カ
ガ
シ
と
豆
を
年
神
棚(

節
分
ま
で
さ
げ
ず
に
お
く)

に
あ
げ
て
年
を
と
る
。
 

ヤ
カ
ガ
シ
は
、
苗
代
を
つ
く
る
と
き
、
田
へ
も
っ
て
ゆ
く
。(

天
神
原)

年
取
り
の
豆 

節
分
の
豆
で
福
茶
を
つ
く
っ
て
の
み
な
が
ら
、

い
ろ
り
に
豆
を
入 

れ
て
み
る
。
し
け
る
年
は
豆
が
い
ぶ
り
、
ひ
で
り
の
年
は
豆
が
燃
え
、

一
月
か
ら
十 

二
月
の
天
気
を
占
う
。(

瀬
戸
井)

節
分
に
ま
い
た
豆
を
ひ
ろ
っ
て
、
家
族
の
年
だ
け
数
え
る
。
十
才
を
豆
一
粒
に
略 

し
て
、
端
数
は
数
え
て
全
部
ま
と
め
て
、
井
戸
の
中
へ
ぶ
っ
こ
む
。
「
こ
の
豆
が
花
咲 

く
ま
で
、
は
や
り
目
は
や
り
病
い
に
た
か
ら
な
い
ょ
う
に
」
と
唱
え
る
。
最
近
ま
で 

や
っ
て
い
た
。(

赤
岩)

初
雷
の
時
に
節
分
の
豆
を
食
べ
る
。
鬼
の
豆
と
い
う
。

井
戸
の
ま
わ
り
、
ま
た
は
中
へ
年
の
数
だ
け
供
え
る
。

い
っ
た
豆
が
生
え
る
は
ず 

が

な
い
の
に
「
こ
の
豆
の
生
え
る
ま
で
目
を
病
ま
な
い
様
に
。
」
と
。

十
二
個
の
豆
を
焼
い
て
各
月
の
天
気
予
報
を
す
る
。(

舞
木)

豆
を
、

一
個
ず
つ
オ
キ
の
上
で
十
二
個
焼
き
、
そ
の
焼
き
か
げ
ん
で
、
月
の
天
気

ヤカ ガシ

(天神原)

(青木則子撮影)



を
占
ぅ
。
ヶ
ブ
が
出
て
こ
げ
な
い
と
風
、
豆
の
油
が
多
く
出
る
と
雨
、
く
べ
る
ょ
り 

早
く
火
が
つ
い
て
赤
く
な
る
と
ひ
で
り
と
い
ぅ
。(

天
神
原)

井
戸
替
え 

節
分
の
日
に
井
戸
替
え
を
し
た
り
、
カ
マ
ド
を
つ
い
た
り
す
る
。(

赤

岩)

初 

午(
午
の
日)

稲
荷
祭
り 

屋
敷
鎮
守
へ
五
色
の
旗
を
立
て
「
稲
荷
大
明
神 

二
月
初
午
」
と
書 

い
た
。
ま
た
マ
ィ
玉
を
供
え
て
蚕
神
を
祭
る
も
の
で
、
オ
シ
ラ
様
と
は
い
わ
な
い
。
 

(

上
五
箇)

初
午
に
は
ダ
ン
ゴ(

シ
ラ
ダ
ン
ゴ)

を
作
っ
て
お
稲
荷
様
に
供
え
る
。
ダ
ン
ゴ
は 

小
米
を
粉
に
し
て
ま
る
め
た
も
の
で
、

ア
ズ
キ
を
煮
た
中
に
入
れ
ス
ス
リ
ダ
ン
ゴ
に 

し
て
食
べ
る
。(

上
五
箇)

十
月
十
五
日
の
秋
祭
り
に
、
屋
敷
稲
荷
の
幣
束
を
神
主
か
ら
も
ら
っ
て
お
き
、
初 

午
に
祭
る
。
下
中
森
で
は
マ
ユ
玉
を
飾
っ
て
稲
荷
様
を
祭
る
。(

下
中
森)

初
午
は
お
稲
荷
様
の
け
ん
ぞ
く
の
子
供
が
で
き
て
、
お
七
夜
に
当
る
。
毎
戸
か
ら 

米
を
集
め
赤
飯
を
ふ
か
し
、
鎮
守
様
に
あ
げ
、
子
ど
も
と
年
ょ
り
に
分
け
て
や
る
。 

今
は
来
る
子
が
な
い
の
で
持
て
あ
ま
す
。(

木
崎)

赤
岩
城
の
鎮
守
だ
っ
た
源
田
稲
荷
に
「
正
一
位
稲
荷
様
」
と
書
い
た
五
色
の
旗
を 

た
て
て
祭
っ
た
。(

赤
岩)

ダ
ン
ゴ 

ア
ズ
キ
を
入
れ
た
ダ
ン
ゴ
と
ス
ミ
ツ
カ
レ(

大
根
を
お
ろ
し
た
も
の
に
、
 

節
分
の
豆
を
入
れ
て
煮
た
も
の
、
仲
々
お
い
し
か
っ
た)

を
屋
敷
稲
荷
へ
供
え
る
。
 

(

上
中
森.

舞
木)

米
の
粉
で
綿
の
花
を
こ
し
ら
え
、
ィ
ノ
キ
に
飾
っ
て
、
綿
の
豊
作
を
祈
る
。(

下
中

森)

「初
午
の
ダ
ン
ゴ
」
を
作
っ
て
、
村
の
鎮
守
様
に
お
参
り
し
た
。
節
分
の
年
越
の 

豆
を
入
れ
て
ス
ミ
ッ
カ
リ
を
作
っ
た
。
油
揚
げ
、
人
参
、
魚
、
大
根
の
つ
い
た
も
の 

を
加
わ
え
て
ス
ミ
ッ
カ
リ
は
作
る
。(

鍋
谷)

小
豆

ダ

ン

ゴ(

ダ
ン
ゴ
を
小
豆
で
く
る
ん
だ
も
の)

を
オ
シ
ラ
キ
に
の
せ
て
、
屋

敷
鎮
守
様
、
大
神
宮
様
、
仏
様
、
恵
比
須
様
、
牛
馬
の
観
音
様(

集
会
場
の
東)

に 

供
え
る
。(

天
神
原)

ス
ミ
ッ
カ
リ 

屋
敷
の
稲
荷
に
「
稲
荷
大
明
神
」
と
書
い
た
五
色
の
旗
を
あ
げ
る
。
 

ス
ミ
ッ
カ
リ
と
オ
ダ
ン
ゴ
を
そ
れ
ぞ
れ
ッ
ト
ッ
コ
に
し
て
供
え
る
。

ス
ミ
ッ
カ
リ
と 

い
う
の
は
、
大
根
を
オ
ニ
オ
ロ
シ(

手
製-
-

ほ
と
ん
ど
こ
の
日
の
専
用)

で
あ
ら 

お
ろ
し
し
て
中
に
酒
粕.

人

参.

油
揚
げ
等
を
入
れ
て
煮
た
も
の
。
お
だ
ん
ご
に
は 

あ
ん
を
つ
け
る
。

こ
の
供
え
物
は
二
月
初
午
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
二
の
午
に
も
ス
ミ 

ッ
カ
リ
ぐ
ら
い
は
す
る
。(

下
中
森)

初
午
に
は
ス
ミ
ッ
カ
レ
を
作
る
。
節
分
の
時
の
い
っ
た
豆
を
煮
て
や
わ
ら
か
く 

な
っ
て
か
ら
し
ょ
う
ゆ
で
味
を
付
け
る
。
あ
ぶ
ら
げ
と
酒
粕
を
入
れ
る
と
う
ま
く
で 

き
る
。
実
に
は
大
根
を
、
竹
製
の
大
根
お
ろ
し
で
お
ろ
し
た
も
の
や
、

い
も
、
に
ん 

じ
ん
な
ど
を
入
れ
る
。
大
根
お
ろ
し
は
オ
ニ
オ
ロ
シ
と
も
い
い
、
木
の
ザ
ン
マ
タ(

二

大根おろし(鬼おろし)

(赤岩)(関口正己撮影)

大根おろしスミツカレ 

を作る(上五箇)

(関口正己撮影)



叉)

に
割
り
竹
を
鋸
の
刃
の
よ
う
に
刻
み
目
を
入
れ
て
植
え
付
け
た
も
の
で'
_

家 

製
や
大
工
に
作
ら
せ
た
も
の
が
あ
る
。(

ふ
つ
う
の
大
根
お
ろ
し
は
、
当
地
で
は
ヮ
サ 

ビ
オ
ロ
シ
と
呼
ん
で
区
別
す
る
。)

豆
を
い
っ
て
、
祈
の
下
に
置
い
て
こ
す
っ
て
皮
を 

む
い
て
煮
る
。

ス
ミ
ッ
カ
レ(

ス
ミ
ズ
カ
リ)

は
初
午
の
日
だ
け
に
作
る
も
の
で
、
 

ア

ヮ

イ(

ふ
だ
ん
の
日)

に
は
作
ら
な
い
。
三
の
午
に
作
る
家
も
あ
る
が
、
初
午
に 

作
っ
た
物
を
先
祖
様
と
し
て
少
し
残
し
て
置
い
て
ま
ぜ
て
作
る
。

ス
ミ
ッ
カ
レ
は
お
か
ず(

オ
サ
イ)

に
し
て
食
べ
る
の
で
、
お
つ
ゆ
は
少
な
い
。
 

茶
ズ

ッ

パ

イ(

茶

ゾ

ヅ
ペ
ー
茶
菓
子)

し
に
も
す
る
。
稲
荷
様
に
は
ス
ミ
ッ
カ
レ
を
フ 

ラ
ッ
ト
ッ
コ
に
入
れ
て
進
ぜ
る
。(

上
五
箇)

初
午
の
日
に
ス
ミ
ッ
カ
リ
を
つ
く
る
。
大
根
お
ろ
し
を
煮
て
豆
を
入
れ
て
つ
く
る
。
 

ス
ミ
ッ
カ
リ
と
、
だ
ん
ご
と
を
一
緒
に
稲
荷
さ
ま
に
上
げ
た
。
赤
飯
も
つ
く
る
。(

瀬 

戸
井)シ

ミ
ッ
カ
リ
を
つ
く
る
。
聖
護
院
大
根
、
節
分
の
豆
、
油
揚
を
入
れ
て
煮
て
、

ッ 

ト
ッ
コ
に
入
れ
て
団
子
と
い
っ
し
ょ
に
稲
荷
様
、
屋
敷
鎮
守
様
に
あ
げ
る
。
初
午
に 

つ
く
っ
た
残
り
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
も
と
に
初
午
以
外
の
日
に
も
つ
く
っ
て
よ
い
が
、
 

そ
う
で
な
い
と
初
午
以
外
に
新
た
に
つ
く
れ
な
い
。

ス
ミ
ッ
カ
レ
は
初
午
以
外
に
は
作
っ
て
は
い
け
な
い
。
さ
も
な
い
と
火
に
た
つ(

火 

事
が
お
こ
る)

と
い
う
。
大
根
を
す
っ
て
年
越
の
豆
を
入
れ
て
、
ネ
ギ
、
油
揚
げ
、
 

人
参
と
一
緒
に
煮
て
味
を
つ
け
て
食
べ
た
。
非
常
に
う
ま
い
も
の
で
あ
る
。

初
午
の
十
時
前
に
は
お
茶
を
飲
ま
な
い
。(

萱
野)

ス
ミ
ッ
カ
リ
を
初
午
に
作
る
。
大

根.

人

参•

油

揚

。
鮭
.

年
越
し
の
豆.

酒
粕 

を
交
ぜ
て
作
る
。
間
に
は
作
ら
な
い
。
年
越
し
の
豆
を
入
れ
な
け
れ
ば
毒
消
し
に
な 

ら
な
い
。
大
根
の
料
理
じ
ゃ
最
高
、

一
週
間
ぐ
ら
い
食
べ
て
い
る
。
あ
と
で
食
べ
た 

け
れ
ば
、
最
初
の
を
少
し
残
し
て
お
き
、
そ
れ
を
入
れ
て
作
る
。
初
午
以
外
に
は
新 

規
に
作
ら
な
い
。(

木
崎)

ス
ミ
ッ
カ
レ
は
大
根
を
あ
ら
く
お
ろ
し
て
、
年
取
り
豆
を
一
つ
か
み
入
れ
、
塩
ざ 

け
の
頭
や
ニ
ン
ジ
ン
な
ど
を
ま
ぜ
て
煮
る
。
ゴ
ボ
ウ
は
入
れ
な
い
。
ま
た
、
酒
粕
や 

油
を
入
れ
な
い
家
が
多
い
。(

赤
岩)

ス
ミ
ッ
カ
リ
を
つ
く
る
。
大
根
を
オ
ニ
オ
ロ
シ
で
お
ろ
し
、
人

参•

酒
カ
ス•

油 

揚
•

節
分
の
豆
を
入
れ
て
煮
る
。
節
分
の
豆
を
入
れ
な
い
と
ス
ミ
ッ
カ
リ
と
は
い
わ 

な
い
。(

天
神
原)

二
の
午
初
午
と
同
じ
料
理
を
作
る
わ
け
だ
が
、
お
そ
ら
く
し
な
い
。(

赤
岩) 

二
の
午
、
三
の
午
に
は
、
団
子
や
ス
ミ
ッ
カ
リ
は
改
め
て
つ
く
ら
な
い
。(

天
神
原) 

二

月

八

日

メ
カ
イ
鬼
を
家
に
入
れ
な
い
よ
う
に
、
メ
カ
ゴ
を
下
に
向
け
て
立
て
る
。(

上
中
森) 

メ
カ
イ
を
立
て
る
の
は
、
メ
ケ
ゴ(

モ
ノ
モ
ラ
イ)

が
で
き
な
い
よ
う
に
。(

下
中 

森)
長

竿

の

ウ

ラ(

先)

に
メ
ケ
ヱ
を
さ
か
さ
に
し
て
付
け
、
軒
先
き
に
立
て
て
お
く 

と
、
鬼
が
金
を
入
れ
て
く
れ
る
と
い
っ
た
。
ダ
イ
マ
ン
と
は
い
わ
な
い
。(

上
五
箇) 

二
月
八
日
に
ダ
イ
ハ
チ
マ
ナ
コ(

竹
か
ご)

は
竿
に
た
て
か
け
て
お
い
た
り
、

つ 

る
し
て
お
く
。
目
が
多
い
か
ら
鬼
が
除
け
て
通
る
と
い
う
。(

瀬
戸
井)

長
い
竿
の
先
に
ミ
ケ
ー(

ミ
ケ
カ
ゴ
で
里
芋
な
ど
を
洗
う
と
き
使
用)

を
つ
け
る
。

(

萱
野)

二
月
八
日
に
ヤ
キ
ビ
ン
を
作
り
、
竹
竿
の
先
に
メ
ケ
ヱ
を
つ
け
、
中
に
ヤ
キ
ビ
ン 

を
入
れ
て
庭
先
き
に
立
て
た
。
福
の
神
を
呼
ぶ
の
だ
と
い
う
。(

鍋
谷)

メ
ケH

の
中
に
ヤ
キ
ビ
ン
ニ
、
三
個
と
お
金
を
入
れ
て
、
竿
の
先
に
付
け
て
軒
先 

に
し
ば
っ
て
立
て
て
お
く
。

二
月
と
十
二
月
の
八
日
に
し
た
。

メ
カ
イ
を
竿
の
先
に
付
け
て
立
て
、
鎌
を
く
っ
つ
け
て
お
い
た
。(

赤
岩)

焼
キ
ビ
ン
を
メ
ケ
ー(

目
籠)

に
入
れ
て
軒
先
に
立
て
る
。(

舞
木)

夜
、
長
竿
の
先
に
メ.
カ
イ
を
つ
け
て
玄
関
先
の
柱
に
立
て
る
。

そ
う
す
る
と
、
鬼 

が
カ
ゴ
の
目
に
お
さ
れ
て
よ
っ
て
こ
な
い
。(

天
神
原)

八
日
ヤ
キ
ビ
ン 

米
の
粉
を
ひ
い
て
こ
ね
、
あ
ん
を
入
れ
て
、

い
ろ
り
の
灰
の
中 

で
焼
い
て
食
べ
た
。
八
日
ヤ
キ
ビ
ン
と
い
い
、
八
日
の
晩
に
作
っ
た
。
吹
い
た
り
た 

た
い
た
り
し
て
食
べ
る
の
で
、
大
カ
グ
ラ
と
も
い
う
。
ヤ
キ
ビ
ン
は
床
の
間•

大
神 

宮
•

屋
敷
稲
荷•

仏
壇
に
も
供
え
る
。(

上
五
箇)



ヤ
キ
ピ
ン
とt

っ
て
ゥ
ル
チ
の
米
で
鰻
頭
を
作
る
。
焼

い
て

食

べ

る

と

う

ま

。

(

萱
野)

コ
ゴ
メ
の
粉
に
あ
ん
こ
を
入
れ
、
灰
の
中
に
入
れ
て
焼
い
て
、
灰
を
吹
き
落
し
な 

が
ら
食
べ
た
。(

瀬
戸
井)

小
米
の
粉
を
ね
っ
て
ホ
ー
ロ
ク
で
焼
き
、
灰
の
上
で
ょ
く
焼
い
た
も
の
で
、
中
に 

ア
ン
を
入
れ
る
。(

鍋
谷)
(

赤
岩)

二
月
八
日
は
粟
と
米
の
赤
飯
を
作
る
。

ミ
ヶ
ゴ
を
立
て
な
い
。(

福
島) 

こ
の
日
は
水
を
使
っ
て
は
い
け
な
い
。(

瀬
戸
井)

一
年
の
世
話
の
や
き
は
じ
め
。
く
ず
米
で
あ
ん
を
入
れ
て
焼
い
て
食
べ
る
。
 

シ
ャ
ヵ
の
死
ん
だ
日 

二
月
八
日
。(

天
神
原)

針
供
養 

お
針
の
け
い
古
を
す
る
娘
は
農
閑
期
の
師
匠
さ
ん
の
家
で
習
っ
て
い
た 

が
八
日
に
は
針
供
養
の
な
か
で
お
金
を
出
し
合
っ
て
ご
ち
そ
う
を
作
っ
た
。(

上
五 

箇)
針
供
養
は
お
針
の
師
匠
の
う
ち
で
や
る
。
豆
腐
に
針
を
さ
し
、
寿
司
な
ど
作
る
。
 

こ
の
日
は
針
仕
事
は
し
な
い
。(

木
崎)

針
子
は
針
を
と
う
ふ
に
さ
し
て
、

こ
ぞ
っ
て
天
神
様
の
お
参
り
に
き
た
。

六
日
の
山
入
り
の
日
に
、
氏
子
が
お
師
匠
さ
ん
の
家
で
祝
い
、
ご
ち
そ
う
を
作
っ 

て
食
べ
た
。(

赤
岩)

天 

神 

講
(

二
十
五
日)

天
神
祭
り 

昔
は
手
習
い
師
匠
の
家
へ
寄
り
、
酒
.

す
し
を
用
意
し
て
師
匠
に
食 

ベ
て
も
ら
っ
た
が
今
は
し
な
い
。(

上
五
箇)

二
月
二
十
五
日
に
や
っ
た
。
オ
ハ
リ
を
す
る
う
ち
は
師
匠
や
先
生
の
家
が
宿
、
習 

字
の
時
は
習
字
の
先
生
の
家
で
や
っ
た
。
は
た
お
り
を
し
て
い
る
人
は
使
っ
た
「
ひ
」 

を
納
め
、
習
字
を
や
る
人
は
使
っ
た
筆
を
神
さ
ま
に
納
め
た
。(

瀬
戸
井)

正

月(

旧)

二
十
五
日
は
針
供
養
で
女
衆
と
か
、
お
針
の
師
匠
が
や
る
。(

萱
野) 

天
神
様
が
天
神
山
の
少
し
高
い
所
に
祭
っ
て
あ
っ
た
が
、
だ
ん
だ
ん
前
方
に
出
て 

き
た
。

一
月
と
四
月
の
二
十
五
日
に
お
祭
り
す
る
。
天
神
グ
ル
ヮ
が
十
七
、
八
軒
あ

り
月
世
話
番
が
回
つ
て
サ
シ(

寄
附
金)

を
も
ら
つ
て
、
と
う
ふ̂

買
つ
て
供
え
た
。
 

サ
シ
は
天
神
様
の
お
祭
り
だ
か
ら
一
軒
百
円
ず
つ
と
、
金
額
を
決
め
て
割
勘
で
集
め 

る
こ
と
を
い
う
。
戦
後
も
少
し
や
つ
た
が
、
し
な
く
な
つ
た
。(

赤
岩)

伊
勢
講 

年
番
で
、
お
昼
に
子
ど
も
を
ょ
せ
た
。
庭
に
し
べ
が
敷
い
て
あ
つ
て
、
 

そ
の
上
で
相
撲
と
つ
た
り
し
て
あ
ば
れ
た
。(

木
崎)

ヒ 

ナ 

市
(

二
月
二
十
八
日)

赤
岩
の
ほ
う
そ
う
神
に
子
供
を
連
れ
て
行
く
と
、

ヒ
ナ
屋
が
市
を
張
つ
て
待
つ
て 

い
た
。
昔
は
段
ビ
ナ
や
坐
リ
ビ
ナ
が
多
か
つ
た
。
坐
リ
ビ
ナ
は
ヵ
ム
ロ
ッ
コ
と
い
つ 

た
。二

月
二
十
八
日
か
ら
三
月
一
日
ご
ろ
、
初
子
の
で
き
た
家
で
は
ヒ
ナ
の
祝
い
を
し 

て
、
紅
白
の
大
福
餅
を
配
つ
た
。(

上
五
箇)

三 

月

ヒ

ナ

の

節

供
 

(

三
日)

ヒ
ナ
祭
り 

す
し
を
作
つ
て
客
を
呼
ん
で
お
祝
い
を
す
る
。

ヒ
ナ
様
に
は
ひ
し
餅 

を
供
え
る
。
初
子
の
時
だ
け
盛
大
に
祝
い
、
親
王
ビ
ナ
を
嫁
の
実
家
か
ら
贈
つ
た
。
 

古
い
ヒ
ナ
は
利
根
川
へ
持
つ
て
行
つ
て
流
し
た
。

食

習

餅
•

す

し•

煮
魚
。

ヒ
ナ
は
一
週
間
以
内
に
し
ま
う
家
が
多
い
.0
十
日
ご
ろ
に
は
し
ま
う
。(

上
五
箇) 

ひ
な
様
は
二
月
二
十
八
日
ご
ろ
飾
る
。

こ
の
こ
ろ
ま
で
に
初
節
供
を
や
る
。
く
さ 

も
ち
を
つ
い
て
供
え
る
。
し
ま
う
の
は
五
日
ご
ろ
に
す
る
。(

瀬
戸
井)

雛
祭
り
は
今
の
方
が
派
手
に
な
つ
た
。
初
子
の
初
節
供
に
は
里
方
で
親
王
様
を
お 

く
る
。
親
戚
で
は
下
の
や
つ
を
お
く
つ
た
。
お
返
し
に
は
紅
白
の
餅
を
し
た
。
ま
た 

お
客
を
呼
ん
で
ご
馳
走
を
し
た
。

雛
様
が
古
く
な
る
と
川
に
流
し
た
り
、
天
神
様
に
お
さ
め
た
〇



雛
様
を
し
ま
う
と
き
、
菱
餅
を
雛
様
の
土
産
に
や
る
と
い
う
の
で
一
緒
に,
し
ま
っ 

た
。
そ
の
餅
を
食
べ
る
と
兵
隊
検
査
を
の
が
れ
る
と
い
う
の
で
遠
く
か
ら
も
ら
い
に 

き
た
。(

萱
野)

二
月
二
十
八
日
が
、
ほ
う
そ
う
神
様
で
、

こ
の
日
飾
り
始
め
る
う
ち
が
多
い
。
ひ 

な
は
坐
り
び
な
が
多
く
、
親
王
様•

小
野
道
風
な
ど
飾
っ
た
。
あ
ら
れ
、
草
餅
、
の
り 

ま
き
、
油
揚
げ
の
寿
司
を
作
っ
た
。
一
日
に
、
ひ
な
祝
い
に
親
戚
近
所
の
人
が
来
る
。
 

初
節
供
に
は
、
紅
白
の
餅
を
か
え
す
。(

木
崎)

三
月
三
日
は
モ
モ
の
節
供
、
ひ
な
様
は
二
月
二
十
八
日
に
コ
ザ
に
飾
る
。
ア
ラ
レ

•  

白

酒•

菱

餅
(

白
餅
と
草
餅)

を
供
え
る
。
節
供
に
は
す
し
を
作
る
。
初
節
供
に
は 

嫁
の
親
も
と
か
ら
、
親
王
様
と
内
裏
様
の
ひ
な
が
贈
ら
れ
る
。
家
に
ょ
っ
て
は
、
右 

大
臣
左
大
臣
、
三
人
官
女
、
五
人
ば
や
し
、
草
履
と
り
な
ど
を
贈
っ
た
。
隣
り
近
所 

の
家
で
は
立
び
な
や
す
わ
り
び
な
を
贈
っ
て
祝
っ
た
。
お
か
え
し
に
は
塩
ア
ン
ピ
ン 

を
奇
数
の
数
で
や
っ
た
。
濃
い
親
戚
に
は
二
十
一
個
〜
二
十
三
個
、
隣
近
所
に
は
十 

一
個
〜
十
三
個
。
節
供
に
は
嫁
の
親
や
隣
近
所
を
呼
ん
で
ご
馳
走
し
た
。
古
い
ひ
な 

は
川
へ
流
し
た
り
、
稲
荷
鎮
守
に
納
め
た
り
す
る
。(

鍋
谷)

古
く
な
っ
た
ヒ
ナ
は
川
へ
流
す
の
が
良
い
と
い
う
。(

天
神
原)

初
節
供 

実
家
が
雛
人
形
を
贈
る
。
そ
し
て
実
家
に
草
餅.

ィ
マ
サ
ヵ(

赤
色
餅) 

を
返
す
。
親
戚
に
ご
ち
そ
う
を
配
る
。(

天
神
原)

初
節
供
に
は
、
節
供
前
に
親
戚
な
ど
に
草
餅
か
ア
ン
コ
ロ
餅
を
く
ば
る
。
お
返
し 

に
ひ
な
人
形
を
買
っ
て
お
く
る
。
嫁
の
親
も
と
か
ら
は
内
裏
さ
ま
と
か
親
王
さ
ま
の 

ひ
な
が
お
く
ら
れ
る
。(

中
島)

ヒ

ヨ

ゥ

祭

(

三
月
中
頃)

一
戸
一
人
集
会
所
に
集
ま
り
、
鎮
守
様
に
お
神
酒
を
あ
げ
、

ヒ
ョ
ゥ
害
除
け
の
祈 

願
を
す
る
。(

天
神
原)

彼 

岸

入
り
口 

仏
壇
に
初
水
と
花
を
供
え
、
線
香
を
あ
げ
る
。

中

日

ぼ

た

餅

を

作

り

、
仏
壇
に
供
え
る
。

走
り
ロ 

墓
場
へ
送
り
に
行
き
、
だ
ん
ご.

お

さ

ご(

米)
.

線

香•

水
•

花
な 

ど
を
墓
に
供
え
る
。
水
は
四
合
び
ん
や
と
っ
く
り
で
持
っ
て
行
き
、
墓
に
か
け
て
や 

る
〇食

習 

ご

飯.

て
ん
ぷ
ら.

と
ぅ
ふ
汁
を
作
り
、
仏
様
に
進
ぜ
る
。

中
日
に
集
ま
っ
て
念
仏
を
唱
え
た
こ
と
も
あ
る
。(

上
五
箇)

は
し
り
ロ
に
は
、
は
し
り
団
子
を
作
り
、
墓
参
り
を
す
る
。(

木
崎)

彼
岸
入
り
は
十
八
日
、

二
十
四
日
が
ハ
シ
リ
ク
チ
。
彼
岸
入
り
と
ハ
シ
リ
ク
チ
に 

は
昼
を
食
っ
て
す
ぐ
、
ダ
ン
ゴ
、
水
、
オ
サ
ゴ
、
花
、
線
香
を
持
っ
て
墓
詣
り
を
す 

る
。(

鍋
谷)

春
秋
の
彼
岸
に
は
坊
さ
ん
が
回
っ
て
来
る
。
盆
に
は
忙
し
い
の
で
来
た
り
来
な 

か
っ
た
り
で
あ
る
。(

赤
岩)

中
日
に
ぼ
た
も
ち
を
つ
く
り
、
仏
様
に
あ
げ
る
。
終
り
の
日
に
は
白
団
子
を
つ
く 

り
、
墓
参
り
を
す
る
。(

天
神
原)

社 

日(
戊
の
日)

作
神 

彼
岸
に
近
い
ッ
チ
ノ 4

の
日
に
祭
る
。
小
泉
の
社
日
神
社
の
講
が
十
五
人 

で
で
き
て
い
て
、
福
田
か
ら
代
参
に
行
く
。
も
と
は
膳
部
が
用
意
さ
れ
酒
の
ご
ち
そ 

ぅ
を
受
け
て
き
た
が
、
今

は
酒•

赤

飯•

切
り
い
か
が
出
さ
れ
る
。
お
札
と
土
を
袋

社日様の掛軸(天神原)

(青木則子撮影)



に
入
れ
て
受
け
て
来
る
。
こ
の
土
を
田
に
ま
く
と
豊
作
に
な
る
と
い
う
。(

上
五
箇) 

小
泉
に
社
日
参
り
を
す
る
。
社
日
に
は
九
月
と
同
じ
で
作
神
さ
ま
を
ま
つ
る
。(

瀬 

戸
井)小

泉
の
社
日
様
へ
行
く
。
百
姓
の
神
様
で
、
野
道
具
、
ざ
ま
、
植
木
を
買
っ
て
来 

る
。(

木
崎)

彼
岸
に
近
い
戊
の
日
に
、
大
泉
町
元
宿
の
社
日
様(

百
姓
の
神
様)

へ
行
き
、
お 

札
と
社
日
様
の
縁
の
下
の
砂
を
受
け
て
く
る
。
砂
は
畑
に
ま
く
と
作
が
よ
い
と
い
う 

の
で
畑
に
ま
く
。
社
日
様
の
火
も
ど
し
の
サ
サ 

葉
を
も
ら
っ
て
く
る
と
病
気
し
な
い
。
 

社
日
は
百
姓
の
神
様
が
休
む
日
だ
か
ら
ド
ロ
を
い
じ
る
な
と
い
う
。(

鍋
谷)

中
日
か
ら
数
え
て
ミ
ズ
ノ
ヱ
の
日
に
近
い
日
。
社
日
様
は
大
泉
に
あ
り
、
百
姓
の 

神
様
で
あ
る
。
お
参
り
に
行
っ
て
お
札
と
砂
を
受
け
て
く
る
。
砂
を
堆
肥
、
畑
に
ま 

く
と
作
物
が
満
足
に
と
れ
る
と
い
う
。(

天
神
原)

社日様のお札とお砂(天神原)

(青木則子撮影)

弘
法
大
師(

二
十
一
日)

大
師
様 

長
生
寺
の
弘
法
大
師
を
祭
る
た
め
、
年
寄
り
が
米
を
出
し
合
い
、

ム
ス 

ビ
を
作
っ
て
お
参
り
に
く
る
子
供
に
く
れ
る
。
「大
師
様
の
お
に
ぎ
り
の
よ
う
に
小
さ 

い
な
」
と
い
う
よ
う
に
、
小
さ
い
ム
ス
ビ
を
作
る
。(

上
五
箇)

天
神
様(

二
十
五
日)

天
神
様
は
三
月ー

ー
十
五
日
に
祭
る
。
以
前
は
一
戸
一
名
出
て
祭
を
し
た
が
、
現
在 

は
、
世
話
人
六
人
と
神
主
で
シ
メ
を
新
し
く
切
っ
て
祭
典
を
す
る
。(

天
神
原)

四 

月

厄

神

除

け

四
月
一
日
は
村
中
の
厄
神
除
け
を
し
た
。
下
(

萱
野
は
上
、
下
に
分
れ
て
い
る)

の 

人
の
大
六
天
と
い
う
神
社(

は
や
り
神)

が
あ
っ
た
。
村
中
の
家
か
ら
米
を
も
ら
っ 

て
、
赤
飯
を
作
っ
て
村
の
人
に
く
れ
た
。
子
供
や
お
参
り
の
人
に
赤
飯
を
や
っ
た
。
 

子
供
な
ど
は
幾
度
で
も
も
ら
い
に
い
っ
た
。
十
二
、
三
年
前
に
や
め
て
し
ま
っ
た
。
 

(

萱
野)

行

者

様
(

三
日)

行
人
塚
の
コ
ゥ
チ(

組)

は
十
七
、
八
軒
あ
っ
た
が
、
最
近
も
っ
と
ふ
え
て
お
り
、
 

三-
日
に
世
話
番
の
家
に
女
衆
が
寄
っ
て
、
百
—

二
百
円
寄
せ
て
酒•

魚
を
供
え
、
菓 

子
を
買
っ
て
お
祭
り
す
る
。
も
と
は
行
人
塚
の
上
に
祭
ら
れ
て
い
た
も
の
を
、
道
路 

工
事
に
土
を
使
っ
た
た
め
、
川
端
に
移
し
て
祭
っ
て
あ
る
。
し
ょ
う
ぎ
の
駒
の
形
を 

し
た
石
塔
が
中
に
あ
り
、
り
っ
ぱ
な
社
が
祭
ら
れ
て
い
る
。(

赤
岩)

春 

祭 

り(

四
日)

四
月
四
日
は
禰
々
子
様
の
ま
つ
り
日
、
ヵ
マ
番
や
世
話
人
が
準
備
を
す
る
。(

鍋
谷) 

八 

日

お
し
ゃ
か
様 

宝
殊
寺
の
お
し
ゃ
か
様
を
甘
茶
の
中
に
立
た
せ
て
、
甘
茶
を
か
け 

て
や
っ
た
。(

下
中
森)

長
生
寺
に
世
話
人
が
出
て
花
の
屋
根
を
作
り
、
お
し
ゃ
か
様
の
お
姿
に
甘
茶
を
か 

け
て
祝
う
。(

上
五
箇)



四
月
八
日
は
節
供
で
、
七
日
の
夕
方
、
藤
ヅ
ル
と
ウ
ッ
ギ
を
軒
に
さ
す
。
悪
魔
よ 

け
に
な
る
。

四
月
八
日
は
オ
シ
ャ
カ
様
の
花
祭
り
で
、
お
寺
に
行
き
、
オ
シ
ャ
カ
様
に
甘
茶
を 

か
け
る
。
甘
茶
を
目
に
つ
け
る
と
よ
く
な
る
と
い
っ
た
。(

萱
野)

オ
ダ
ン
ゴ
マ
ッ
リ
と
い
い
、
東
光
寺
薬
師
の
お
釈
迦
様
に
、

一
つ
が
三
合
も
あ
る 

団
子
を
八
つ
と
、
お
供
え
を
あ
げ
る
。
藤
の
葉
と
、
う
つ
ぎ
を
フ
サ
シ(

庇)

に
揷 

す
。
蛇
が
来
な
い
。(

木
崎)

四
月
八
日
は
お
釈
迦
様
の
日
、
寺

世

話

人(

今
は
三
人
、
も
と
は
四
人)

は
毎
戸 

を
回
っ
て
、
牡
丹
、

ッ
ッ
ジ
、
藤
な
ど
の
花
を
も
ら
っ
て
、
甘
茶
の
た
つ
お
釈
迦
様 

の
屋
根
を
葺
く
。
寺
へ
は
子
供
を
つ
れ
て
甘
茶
を
飲
み
に
行
く
。
甘
茶
で
目
を
洗
う 

と
目
の
性
が
よ
く
な
る
と
い
う
。
前
日
の
七
日
に
は
墓
掃
除
を
す
る
。(

鍋
谷)

寺
で
は
お
し
ゃ
か
様
の
屋
根
を
ッ
ッ
ジ
の
花
で
飾
る
。
お
参
り
に
は
ビ
ン
を
持
っ 

て
甘
茶
を
も
ら
い
に
行
く
。(

赤
岩)

四
月
八
日
は
お
釈
迦
様
の
日
で
、
甘
茶
を
飲
み
に
薬
師
堂
に
行
く
。
堂
守
り
が
部 

落
内
を
花
も
ら
い
に
歩
い
て
、
お
釈
迦
様
の
屋
根
に
は
っ
て
花
の
屋
根
を
つ
く
る
。
 

各
家
で
は
、
う
つ
ぎ
と
藤
の
葉
を
五
月
の
節
供
と
同
じ
く
屋
根
に
さ
す
。(

中
島) 

ウ
ッ
ギ
や
藤
を
軒
先
に
差
す
。(

舞
木)

軒
に
モ
チ
草
と
フ
ジ
ツ
ル
の
葉
を
飾
る
。(

赤
岩)

オ
シ
ャ
カ
様
の
生
ま
れ
た
日
。
太
田
呑
竜
様
の
縁
日
。
藤
の
ッ
ル
と
ウ
ッ
ギ
の
枝 

を
軒
下
、
屋
敷
鎮
守
様
、
大
神
宮
様
に
あ
げ
る
。
そ
の
日
に
カ
ラ
カ
ラ
に
枯
れ
る
と
、
 

桑
が
高
い
と
い
い
、
枯
れ
な
い
と
桑
が
豊
富
と
い
う
。(,
天
神
原)

稲

荷

様
,
今
は
四
月
八
日
、
以
前
は
四
月
二
十
二
日
で
、
初
午
の
時
は
八
人
、
普 

通
の
時
は
四
人
の
か
ま
ば
ん(

釜
番)

が
、
祭
典
の
世
話
を
や
い
た
。(

木
崎)

大
日
講 

熊
野
様
を
信
仰
す
る
人
が
大
日
講
を
作
っ
て
い
る
。
名
称
は
大
日
講
だ 

が
、
実
際
は
山
羽
三
山
を
信
仰
し
参
詣
す
る
。
坊
さ
ん
を
頼
ん
でf

ん
で
も
ら
い
、
 

お
金
を
本
山
の
出
羽
三
山
へ
送
り
、
お
札
を
も
ら
う
。
春
四
月
八
日
だ
け
祭
る
。(

赤 

岩)
大
掃
除 

春
の
大
掃
除
に
部
屋
の
ア
ッ
ド
コ
を
上
げ
て
片
づ
け
、
ウ

ス

ベ

リ(

ご

ざ)

や
ガ
バ
ダ
タ
ミ(

ガ
マ
ご
ざ)

を
敷
く
。
昔
は
二
畳
つ
な
が
っ
た
ガ
バ
ダ
タ
ミ 

が
あ
っ
た
。

こ
の
辺
は
ネ
コ(

厚
い
む
し
ろ)

は
か
か
な
い
で
、
む
し
ろ
を
織
っ
て 

い
た
〇
秋
の
十
月
の
大
掃
除
に
再
び
畳
を
し
く
。(

赤
岩)

大 

師 

講
(

二
十
一
日)

老
人
が
集
ま
っ
て
念
仏
を
し
た
。
寺
が
主
催
。
昔
は
二
十
一
大
師
を
巡
り
歩
い
た
。
 

握
り
飯
を
も
っ
て
近
村
の
大
師
様
を
巡
っ
た
。
他
所
か
ら
も
来
る
の
で
、
お
茶
の
接 

待
な
ど
も
し
た
。(

下
中
森)

五 

月

八

十

八

夜

(

二
日)

霜
の
注
意
を
す
る
が
、
別
に
何
の
行
事
も
し
な
い
。
餅
も
つ
か
な
い
。(

上
五
箇) 

苗
代
作
り 

八
十
八
夜
を
中
心
に
や
っ
た
。
苗
代
の
水
口
に
は
、
ヤ
ヵ
ガ
シ
と
力 

ユ
ヵ
キ
棒
を
さ
し
た
。(

萱
野)

五

月

の

節

供
(

五
日)

シ
ョ
ゥ
ブ 

五
月
の
節
供
に
は
、
軒
に
ヨ
モ
ギ
と
シ
ョ
ゥ
ブ
と
藤
を
三
か
所
ぐ
ら 

い
さ
し
た
。
そ
れ
に
は
次
の
よ
う
な
伝
え
が
あ
る
。

昔
、
御
飯
を
少
し
し
か
食
べ
な
い
で
よ
く
働
く
人
を
嫁
に
も
ら
い
て
い
、
と
い
っ 

て
い
る
男
が
い
た
。
そ
の
男
の
と
こ
ろ
へ
嫁
が
来
た
。
以
来
そ
の
嫁
は
米
を
食
わ
な 

か
っ
た
が
、
米
の
へ
り
よ
う
が
ひ
ど
か
っ
た
。
あ
る
時
男
が
そ
っ
と
の
ぞ
い
て
み
た 

ら
、
そ
の
嫁
の
頭
が
ぱ
っ
く
り
と
二
つ
に
割
れ
て
そ
の
中
に
飯
を
入
れ
た
。
そ
の
後 

嫁
が
里
が
え
り
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
御
飯
を
た
く
さ
ん
煮
て
「
こ
れ
は
お
前(

男) 

の
分
だ
」
と
い
っ
た
。
男
を
頭
上
に
載
せ
て
出
か
け
た
。
男
は
機
会
を
み
て
逃
げ
よ 

う
と
思
っ
た
が
そ
の
度
に
「
お
り
る
と
く
っ
ち
ゃ
う
そ
」
と
い
う
の
で
な
力
な
力
機 

が
な
い
。
途
中
藤
つ
る
の
下
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
に
つ
か
ま
っ



て
悲
ザ
た
。
嫁
は
追
い
か
け
な
が
ら
「
人
間
と
シ
ョ
ウ
ブ
の
香
は
わ
か
ら
な
い(

区 

別
で
き
な
い)

が
、
そ
れ
以
外
な
ら
わ
か
る
ぞ
。
」
と
い
っ
た
の
で
、
シ
ョ
ウ
ブ
の
繁 

み
の
中
に
か
く
れ
て
つ
い
に
そ
の
嫁(

鬼)

か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
以
来
右 

の
植
物
を
軒
に
さ
す
こ
と
に
な
っ
た
。(

下
中
森)

戦
前
ま
で
は
シ
ョ
ウ
ブ
と
ヨ
モ
ギ
を
庇
に
さ
し
た
。

シ
ョ
ウ
ブ
を
風
呂
に
入
れ
て 

入
る
と
風
邪
を
ひ
か
な
い
と
い
う
。
昔
、
神
功
皇
后
が
戦
争
に
行
く
前
に
お
産
を
し 

た
時
、

シ
ョ
ウ
ブ
を
お
い
た
ら
丈
夫
に
育
っ
て
、
そ
の
子
が
応
神
天
皇
に
な
っ
た
。
 

そ
れ
で
シ
ョ
ウ
ブ
を
飾
る
ょ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
フ
キ
ゴ
モ
リ
は
し
な
い
。(

上
五 

箇)
四
日
の
夕
方
、

ヨ
モ
ギ
、

シ
ョ
ウ
ブ
を
軒
に
さ
す
。
神
棚
に
も
あ
げ
る
。
 

五
月
五
日
の
節
供
に
は
柏
餅
を
作
っ
た
。
相
続
人
が
で
き
る
と
近
親
は
家
紋
の 

入
っ
た
鯉
の
ぼ
り
を
お
く
っ
た
。
鍾
馗
様
を
お
く
る
と
強
い
子
供
に
な
る
と
い
う
。
 

シ
ョ
ウ
ブ
と
ヨ
モ
ギ
を
軒
の
ひ
さ
し
に
さ
し
た
。

シ
ョ
ウ
ブ
湯
に
入
っ
た
り
、

シ
ョ
ウ
ブ
で
鉢
巻
き
を
し
た
り
、
腹
に
し
め
た
り
し 

た
。(

萱
野)

シ
ョ
ウ
ブ
湯
に
入
り
、

シ
ョ
ウ
ブ
の
葉
で
腹
を
し
ば
る
と
腹
が
痛
ま
な
い
。
頭
に 

鉢
卷
を
す
る
と
頭
が
痛
ま
な
い
と
い
う
。(

赤
岩)

モ
チ
グ
サ
と
シ
ョ
ウ
ブ
を
軒
先
に
差
す
。
人
間
を
喰
う
鬼
が
い
た
が
、
シ
ョ
ウ
ブ
の 

に
お
い
が
強
く
て
、
人
の
に
お
い
が
し
な
い
の
で
、
あ
き
ら
め
て
帰
る
と
い
う
。

シ
ョ
ウ
ブ
湯
に
入
り
、
シ
ョ
ウ
ブ
の
鉢
巻
き
を
す
る
と
頭
が
や
ま
な
い
。(

舞
木)

四
日
の
夕
、
軒
下
、
床
の
間
、
屋
敷
鎮
守
様
に
ヨ
モ
ギ
と
シ
ョ
ウ
ブ
を
さ
す
。
男 

の
子
が
生
ま
れ
る
と
、
の
ぼ
り
を
立
て
る
が
、
そ
こ
に
も
さ
し
、
シ
ョ
ウ
ブ
の
根
を 

入
れ
て
し
ょ
ぅ
ぶ
湯
を
た
て
る
。

さ
し
た
ヨ
モ
ギ
と
シ
ョ
ウ
ブ
を
干
し
て
と
っ
て
お
き
、
頭
痛
が
す
る
と
き
そ
れ
で 

は
ち
ま
き
を
す
る
と
直
る
。(

天
神
原)

五
月
一
日
に
の
ぼ
り
を
た
て
る
。

の
ぼ
り
は
嫁
の
実
家
か
ら
も
っ
て
く
る
も
の
で
、
 

お
か
え
し
は
紅
白
の
も
ち
だ
っ
た
。

五
月
の
節
供
に
は
か
し
わ
も
ち
を
つ
く
っ
た
。
 

モ
チ
グ
サ
と
シ
ョ
ウ
ブ
は
屋
根
に
さ
し
て
魔
除
け
、
鬼
除
け
と
し
た
〇
ふ
ろ
に
切 

り
こ
ん
で
入
っ
た
。(

瀬
戸
井)

初
節
供 

五
月
五
日
は
男
の
節
供
、

シ
ョ
ウ
ブ
の
節
供
で
、
屋
根
の
ひ
さ
し
に
モ 

チ
草
と
シ
ョ
ウ
ブ
を
二
か
所
に
一
本
ず
つ
さ
し
た
。
も
と
は
濃
い
親
戚
か
ら
初
節
供 

に
鍾
馗
様
の
幡
が
贈
ら
れ
た
。
親
も
と
か
ら
は
紙
の
鯉
や
の
ぼ
り
が
贈
ら
れ
た
が
、
 

今
は
五
色
の
幡
や
布
の
鯉
。

お
返
し
に
は
柏
餅
に
塩
ア
ン
ピ
ン
を
添
え
た
。
塩
ア
ン 

ピ
ン
は
焼
い
て
砂
糖
を
つ
け
て
食
ぅ
。
鯉
の
ぼ
り
な
ど
は
五
月
中
は
あ
げ
て
、
天
気 

の
よ
い
日
に
さ
げ
る
。(

鍋
谷)

男
の
初
子
に
は
鯉
の
ぼ
り
を
親
戚
か
ら
贈
る
。
お
返
し
は
柏
餅
。

タ
ラ
の
開
き
は 

贈
ら
な
い
。

柏
餅
は
柏
の
葉
に
米
の
粉
の
シ
ン
コ
餅
を
包
ん
で
ふ
か
し
て
柏
餅
を
作
る
。(

上
五
箇) 

初
節
供
の
ノ
ボ
リ
は
、
婚
家
の
紋
を
上
に
、
実
家
の
紋
を
下
に
つ
け
て
贈
る
。(

天 

神
原)五

月
五
日
は
の
ぼ
り
の
節
供
で
、
親
も
と
か
ら
吹
き
流
し
が
贈
ら
れ
る 

ア
ン
コ 

ロ
餅
を
作
る
。
シ
ョ
ウ
ブ
と
ヨ
モ
ギ
を
屋
根
に
さ
し
、
い
ろ
い
ろ
な
神
様
に
あ
げ
る
。
 

神
様
か
ら
さ
げ
て
シ
ョ
ウ
ブ
湯
を
た
て
る
。(

中
島)

端午の節供に軒にさした

ョモギとショウブ(天神原)

(青木則子撮影)



六 

月

一
 

日

八
丁
ジ
メ
悪
い
病
気
が
入
っ
て
こ
な5

ょ
う
に
、
他
の
部
落
と
の
境
の
道
路
の 

両
わ
き
に
竹
を
立
て
て
、
注
連
を
八
つ
さ
げ
る
。(

天
神
原)

初
山 

生
ま
れ
た
子
ど
も
に
里
の
親
も
と
か
ら
初
山
着
物
が
贈
ら
れ
る
。
そ
れ
を 

着
せ
て
六
合
村
の
富
士
嶽
神
社
へ
初
山
参
り
に
行
く
。
神
社
で
ゥ
チ
ヮ
を
買
っ
て
、
 

お
産
見
舞
の
お
返
し
に
家
々
へ
配
っ
て
や
る
。
今
で
も
し
て
い
る
。(

上
五
箇)

子
ど
も
が
生
ま
れ
て
最
初
の
六
月
一
日
に
浅
間
様(

館
林)

へ
行
き
、
額

に

「
富 

士
浅
間
神
社
」

の
印
を
お
し
て
も
ら
い
。
う
ち
わ
に
名
前
を
記
入
し
て
も
ら
い
み
や 

げ
と
し
て
近
所
に
配
る
。

初
山
に
行
く
の
に
着
る
初
山
着
物
は
、
婚
家
の
紋
を
つ
け
て
実
家
で
つ
く
っ
て
贈 

る
。(

天
神
原)養

蚕

儀

礼

ヤ
ス
ミ
祝
い 

蚕
が
眠
に
つ
い
た
と
き
、
も
ち
を
つ
い
て
食
べ
る
。

マ
ブ
シ
祝 

蚕
の
上
簇
の
祝
い
。
も
ち
を
つ
い
た
り
、
ぼ
た
も
ち
を
つ
く
る
家
も 

あ
る
。
ょ
く
や
る
の
は
ぼ
た
も
ち
の
方
だ
ろ
う
。

蚕
祝
い 

蚕
の
し
ご
と
が
終
る
と
蚕
祝
い
を
す
る
。
も
ち
を
つ
い
て
、
手
伝
っ
て 

く
れ
た
人
に
く
ば
り
、
ご
ち
そ
う
を
つ
く
っ
て
や
る
祝
い
。
人
も
招
ん
で
や
る
。(

新 

福
寺)

稲

作

儀

礼
(
中•

下
旬)

サ
ナ
ブ
リ(

マ
ン
ガ
洗
ィ)

田
植
え
が
終
る
と
マ
ン
ガ
洗
ィ
を
し
て
、
ご
ち
そ

う
を
作
っ
て
神
棚
に
供
え
た
り
食
べ
た
り
し
た
。
苗
の
小
さ
い
一
束
を
ょ
く
ゆ
す
い 

で
、

エ
ビ
ス
大
黒
の
前
に
供
え
た
。
も
と
は
ょ
く
や
っ
た
。(

上
五
箇)

餅
を
つ
い
た
り
し
て
、
手
伝
っ
た
人
を
呼
ん
で
、
ご
馳
走
を
し
た
。
さ
な
ぼ
り
の 

ボ
タ
餅
と
昔
か
ら
い
っ
て
い
る
。(

萱
野)

田
植
え
は
六
月
十
五
日
こ
ろ
に
始
ま
り
、
二
十
七•

八
日
こ
ろ
ま
で
行
な
わ
れ
る 

が
、
田
植
え
が
終
る
と
そ
の
家
の
祝
い
を
す
る
。
多
く
は
ぼ
た
も
ち
を
つ
く
っ
て
食 

べ
た
。(

瀬
戸
井)

「
サ
ナ
ブ
リ
だ
か
ら
餅
を
つ
け
」
と
い
っ
て
、
饀
こ
ろ
餅
を
つ
く
る
。(

木
崎) 

田
植
え
が
終
わ
る
と
、
「
サ
ナ
ブ
リ
ボ
タ
餅
」
を
作
っ
て
、
田
植
え
の
手
伝
い
に
き 

て
く
れ
た
人
を
呼
ん
で
ご
馳
走
す
る
。

マ
ン
ガ
洗
イ
と
も
い
う
。(

鍋
谷)

田
植
の
終
っ
た
晩
に
、

マ
ン
ガ
を
洗
い
、

マ,

ン
ガ
洗
イ
の
ボ
タ
餅
を
作
り
、
嫁
い 

だ
娘
や
手
伝
い
の
人
を
呼
ん
で
ご
ち
そ
う
す
る
。(

天
神
原)

サ
ナ
ブ
リ
に
は
マ
ン
ガ
を
洗
っ
て
お
神
酒
を
あ
げ
た
。

マ
ン
ガ
洗
イ
と
も
い
う
。
 

水
が
少
い
の
で
、
村
中
ふ
れ
を
廻
し
て
、
水
車
で
水
を
か
け
た
。
田
植
え
は
邑
楽
郡 

で
一
番
お
そ
か
っ
た
。

卯
の
日
に
、

マ
ン
ガ
洗
イ
と
い
っ
て
休
む
。(

福
島)

マ
ン
ガ
ア
レ
エ
は
サ
ナ
ブ
リ
と
も
い
い
、
田
植
え
が
終
っ
た
と
き
に
す
る
。(

新
福

寺)
オ
カ
マ
サ
マ
田
植
え
の
終
っ
た
日
に
、
女 

衆
が
田
の
ク
ロ
に
苗
を
七
株
植
え
、
そ
れ
を
ょ 

く
す
す
い
で
家
に
持
ち
帰
り
、
カ
マ
ド
の
ぅ
し 

ろ
の
オ
カ
マ
サ
マ
に
あ
げ
る
。
ボ
タ
餅
を
供
え 

る
。
ど
ん
な
に
忙
し
く
て
も
女
衆
が
必
ず
や
る
。
 

苗
は
一
年
間
あ
げ
て
お
く
。(

天
神
原)

田
の
草
と
り
田
の
草
と
り
は
土
用
い
っ
ぱ 

い
や
る
こ
と
、
土
用
す
ぎ
て
の
田
の
草
を
と
っ 

て
も
意
味
は
な
い
。(

瀬
戸
井)

オカマサマの苗(天神原)

(青木則子撮影)



七 

月

厄
神
除
け(
七
月
初
め)

家
族
の
病
気
除
け
に
、
鎮
守
様
に
お
神
酒
を
あ
げ
、
神
主
を
た
の
ん
で
祈
と
う
を 

し
て
も
ら
う
。

初
か
み
な
り 

節
分
の
豆
を
食
べ
る
。(

天
神
原)

半 

夏 

生(

二
日)

ハ
ン
ゲ
様 

ハ
ン
ゲ
様
は
非
常
に
忙
し
い
神
だ
が
、
田

や

オ

ヵ(

畑)

の
双
方
へ 

入
っ
て
働
い
て
い
け
な
い
、
田
な
ら
田
一
方
で
働
け
と
い
う
。
行
事
は
な
い
。(

上
五 

箇)
半
夏
坊
主
が
、
片
足
田
ん
ぼ
へ
入
れ
て
往
生
し
た
の
で
、
そ
の
日
は
田
植
え
を
し 

て
は
な
ら
な
い
。
ち
ょ
う
ど
七
月
二
、
三
日
の
こ
ろ
に
あ
た
る
。(

瀬
戸
井)

半
夏
に
は
田
植
え
を
忌
む
。
半
夏
様
が
田•

陸
に
、
片
足
ず
つ
踏
ん
が
け
て
死
ん 

だ
と
い
う
。(

福
島)

農 

休 

み(
七
、
八
、
九
日)

田
植
え
が
終
る
七
月
十
日
ガ
ラ
マ
リ
の
こ
ろ
、
仕
事
休
み
を
す
る
〇
田
植
え
を
手 

伝
っ
て
く
れ
た
人
に
、
田
植
え
日
傭(

人
夫
賃)

を
払
う
日
に
な
っ
て
い
て
、
お
金 

を
持
っ
て
行
き
精
算
す
る
。
昔
は
う
で
ま
ん
じ
ゅ
う
や
餅
を
作
っ
た
。(

上
五
箇
、
 

瀬
戸
井)

農
休
み
は
半
日
ず
つ
三
日
休
む
。
炭
酸
ま
ん
じ
ゅ
う
を
つ
く
っ
て
食
べ
る
。
 

農
休
み
は
田
植
え
の
後
に
部
落
で
三
日
間
や
る
。
所
に
よ
っ
て
日
は
違
う
。
雇
人
、
 

奉
公
人
に
賃
金
を
は
ら
っ
た
。(

萱
野)

田
植
え
が
す
み
、
条
桑
が
あ
ら
ま
し
に
な•
る
七
月
七
、
八
、
九
日
の
頃
休
む
。
昔 

は
奉
公
人
が
い
た
か
ら
か
な
ら
ず
休
ん
だ
が
、
今
は
ろ
く
に
休
ん
じ
ゃ
い
な
い
。(

木

崎)
以
前
は
七
月
十
日
頃
の
三
日
間
が
農
休
み
だ
っ
た
が
、
今
は
七
月
の
六
日
、
七
日
、
 

八
日
の
三
日
間
と
な
っ
て
い
る
。
嫁
は
実
家
に
お
客
に
行
く
。
農
休
み
勘
定
と
い
っ 

て
農
作
業
を
孕
伝
っ
て
く
れ
た
人
に
賃
金
を
支
払
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
今
は
そ 

の
と
き
ど
き
に
払
っ
て
い
る
。(

鍋
谷)

田
植
え
後
、
三
日
間
休
む
。
日
は
役
場
で
決
め
る
。
農
休
み
の
小
麦
ま
ん
じ
ゅ
う 

を
作
っ
て
食
べ
る
。
戦
前
は
農
休
み
は
二
日
で
、
小
麦
ま
ん
じ
ゅ
う
を
食
べ
て
昼
湯 

に
入
る
の
が
な
に
よ
り
も
楽
し
み
だ
っ
た
。(

天
神
原)

農
休
み
は
二
番
ゴ
を
取
っ
て
か
ら
休
む
。

ヵ
ッ
パ
を
抜
い
た
の
を
返
す
ヵ
ッ
パ
ガ 

ェ
シ
が
お
え
な
け
れ
ば
農
休
み
に
な
ら
な
い
。
昔
は
朝
四
時
に
起
き
て
田
に
出
た
。
 

(

福
島)

七
月
の
田
植
え
が
終
っ
た
こ
ろ
、
富
永
地
区
に
合
わ
せ
て
や
る
の
で
新
福
寺
の
方 

で
は
早
す
ぎ
る
時
期
に
な
る
。(

今
年
は
七
日
か
ら
九
日
に
か
け
て
や
っ
た
。)

農
休
み 

か
ん
じ
ょ
う
と
い
う
の
が
あ
る
が
、
農
休
み
に
は
ま
ん
じ
ゅ
う
を
つ
く
っ
て
、
ゆ
っ 

く
り
休
む
。(

新
福
寺)

天 

王 

様(
十
五
日)

八
坂
神
社
の
祭
り 

ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
を
ま
つ
る
。
子
ど
も
だ
け
で
す
る
も
の 

で
、
こ
の
日
は
小
麦
ま
ん
じ
ゅ
う
、
赤
飯
を
つ
く
り
、
初
な
り
の
キ
ュ
ゥ
リ
を
供
え 

た
。(

瀬
戸
井)

燈
籠
以
前
は
旧
六
月
十
五
日
で
青
年
会
が
中
心
で
祭
り
を
し
た
が
、
今
は
七
月 

十
五
日
で
部
落
の
世
話
人
が
中
心
に
な
っ
て
し
て
い
る
。

番
が
十
四
日
に
燈
籠 

を
立
て
、
各
家
で
も
立
て
た
。
燈
籠
絵
は
見
事
な
も
の
だ
っ
た
。
鍋
谷
に
は
神
輿
も 

万
灯
も
な
い
。
消
防
小
屋
の
辻
に
注
連
を
張
っ
て
祭
る
。(

鍋
谷)

み
こ
し 

長
良
神
社
に
あ
る
天
王
様
の
祭
り
に
み
こ
し
が
出
る
。

六
月
十
五
日
に 

出
し
て
お
き
、
十
九
日
に
ロ
ー
プ•

サ
ラ
シ
で
頑
丈
に
し
ば
っ
て
か
つ
ぐ
用
意
を
す 

る
。

二
十
日
に
か
つ
ぐ
。
み
こ
し
の
頂
上
に
杉
の
葉
を
立
て
る
。
又
、
弊
束
持
ち
が 

弊
束
を
持
つ
〇
村
の
旧
家
名
家
を
め
ぐ
り
庭
先
で
も
む
。
み
こ
し
を
庭
に
置
い
て
四



人
が
土
台
と
し
て
み
こ
し
に
つ
か
ま
り
、
そ
の
上
に
も
み
上
が
る
。
全
部
で
六
、
七
十 

人
位
あ
が
り'

怪
我
人
が
出
た
こ
と
も
あ
る
。
杉
の
葉
を
と
り
、
又
、
弊
束
を
奪
い 

あ
う
。
そ
の
紙
片
を
お
産
や
は
や
り
病
い
の
時
に
飲
む
と
効
く
と
い
う
の
で
し
ま
い 

に
は
棒
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う
。
水
を
沿
道
に
備
え
て
お
き
見
て
い
る
人
が
誰
で
も 

そ
れ
を
ぶ
っ
か
け
る
。
名
家
旧
家
を
ま
わ
り
き
る
と
利
根
川
へ
行
っ
て
一
も
み
し
て 

終
了
に
な
る
。
終
る
と
く
た
く
た
に
な
っ
た
と
い
う
。(

舞
木)

昔
は
天
王
さ
ん
の
祭
り
に
は
、
村
中
で
そ
ろ
い
の
着
物
と
手
ぬ
ぐ
い
で
に
ぎ
や
か 

な
も
の
だ
っ
た
。

最
近
は
町
へ 

つ
と
め
に
出
て
い
る
人
が
多
く
な
っ
て
、
若
い
者
は
み
こ
し
か
つ
ぎ 

な
ど
を
す
れ
ば
翌
日
の
つ
と
め
に
出
ら
れ
ね
え
。
「
あ
ん
な
こ
と
は
馬
鹿
が
す
る
」
と 

い
う
ょ
う
な
こ
と
で
本
気
に
な
ら
ず
、
と
う
と
う
テ
ー
ラ
ー
に
乗
せ
る
ょ
う
に
な
っ 

た
。(

新
福
寺)

キ
ュ
ゥ
リ
の
初
物 

七
月
十
五
日
の
天
王
さ
ん
に
上
げ
て
か
ら
食
う
。(

新
福
寺)

八
幡
神
社
の
祭
り(

二
十
四
日•

旧
七
月
十
五
日)

上
、
下
中
森
の
祭
り
で
若
い
衆
組
で
や
る
。
み
こ
し
を
か
つ
ぐ
が
、
先
に
ロ
ー
プ 

で
頑
丈
に
し
ば
っ
て
お
く
。
社
倉
代
、
区
長
、
地
主
等
を
ま
わ
り
庭
先
で
一
も
み
す 

る
。
今
年
上
中
森
か
ら
ま
わ
れ
ば
来
年
は
下
中
森
か
ら
。

庭
先
に
み
こ
し
を
置
き
、
そ
れ
に
頭
を
つ
け
て
土
台
に
な
り
、
そ
の
上
に
人
が
は 

い
あ
が
り
、
合
計

30
人
位
が
み
こ
し
に
あ
が
る
。
学
校
で
や
る
組
み
立
て
体
操
み
た 

い
に
、
み
こ
し
を
芯
に
し
て
上
に
あ
が
り
っ
こ
を
す
る
。
神
様
の
お
か
げ
で
怪
我
人 

は
出
な
い
。
子
供
や
見
て
い
る
人
が
水
を
か
け
る
。

杉
葉
や
弊
束
は
別
に
立
て
な
い
。

八
幡
様
の
祭
は
七
月
二
十
四
日
に
御
輿
を
出
し
て
ま
つ
る
。
む
か
し
は
一
月
十
七 

日
と
八
月
十
七
日
に
祭
っ
た
。

こ
の
祭
り
は
御
輿
を
芯
に
し
て
人
が
そ
の
上
に
組
み 

あ
げ
ら
れ
、
ま
わ
り
か
ら
水
を
か
け
て
や
る
。
区
長
、
神
社
総
代
、
有
志
の
家
を
め 

ぐ
り
、
そ
の
都
度
庭
で
組
み
た
て
た
。
家
々
で
は
御
馳
走
を
だ
し
て
ふ
る
ま
っ
た
。
 

(

上
中
森)

祇
園
祭(

二
十
六
日
昔
は
旧
六
月
二
十
四
日)

戦
前
ま
で
は
盛
大
に
サ
サ
ラ(

獅
子
舞)

を
や
っ
た
。
獅
子
三
体
に
メ
ン
ヵ(

道 

化)

一
体
で
組
み
、
獅
子
舞
は
腹
に
太
鼓
を
抱
え
た
た
い
て
舞
っ
た
。

サ
サ
ラ
の
行 

列
は
、
小
学
生
や
中
学
生
は
棒
つ
か
い
で
、
太

刀

の

型(

剣
道)

を
や
っ
た
。
若
い 

衆
は
本
物
の
刀
を
使
っ
て
型
を
し
た
。
十
七
才
か
ら
三
十
ニ
オ
ま
で
の
若
者
は
そ
ろ 

い
の
ゆ
か
た
姿
で
、
祭

り

笠(

菅
笠)

を
か
ぶ
り
村
の
大
道
を
行
列
し
て
歩
き
、
社 

総
代
の
家
に
獅
子
を
ス
リ
コ
ム
。

マ
ン
ド
ゥ
を
一
組(

二
本)

作
り
、
神
社
の
前
に 

置
く
が
、
行
列
の
時
は
他
村
か
ら
来
た®

が
一
本
ず
つ
担
い
で
村
中
回
る
。

ハ
ヤ
シ 

竹
は
笹
竹
で
七
夕
の
ょ
ぅ
に
短
冊
を
付
け
て
作
っ
た
。
花
笠
は
一
辺
一
尺
五
寸
、
夕 

ツ

バ
(

高
さ)

二
尺
の
箱
を
四
個
作
り
、
盆
栽
の
ょ
ぅ
に
造
花
で
桜
の
花
二
本
、
ボ 

タ
ン
の
花
二
本
を
作
っ
て
飾
り
、
舞
庭
の
四
隅
に
置
く
。(

上
五
箇)

駒
形
神
社(

二
十
五
日)

駒
形
神
社
を
駒
形
コ
ゥ
チ
の
家
々
で
祭
る
。
駒
形
神
社
は
駒
形
グ
ル
ヮ
の
屋
敷
鎮 

守
で
あ
る
。
も
と
は
四
月
、
六
月
、
九
月
の
各
二
十
六
日
に
祭
っ
た
。

地

蔵

盆

し

な

か

っ

た

。(

上
五
箇)

土 

用

こ
の
日
は
、
毒
が
降
る
の
で
、
井
戸
に
蓋
を
す
る
。
ま
た
杭
も
ぶ
た
な
い
。
掛
矢 

を
借
り
に
来
た
者
が
あ
る
が
貸
さ
な
か
っ
た
。(

福
島)

土
用
の
丑
の
日
に
は
、
魚
な
ら
何
で
も
良
い
か
ら
食
べ
る
。(

天
神
原)

八 

月

カ
マ
ノ
フ
タ
ア
ケ(

一
日)

地
獄
ノ
釜
ノ
フ
タ
ー
日
は
地
獄
ノ
釜
ノ
フ
タ
ア
ヶ
、
「
地
獄
ノ
釜
ッ
プ
タ
が
あ
い



た
か
ら
気
を
つ
け
ろ
、
川
へ
行
く
な
、
カ
ッ
パ
に
引
き
込
ま
れ
る
」
と
い
う
。(

上
中
森

•

舞
木)

「
カ
マ
ッ
プ
タ
が
あ
い
た
か
ら
利
根
川
に
行
く
な
、
」
と
子
ど
も
の
こ
ろ
よ
く
言
わ 

れ
た
。
今
は
何
も
な
い
。
旧
七
月
一
日
。(

下
中
森)

カ
マ
ノ
ク
チ
ア
キ
は
し
な
い
。
七
日
火
も
燃
さ
な
い
。(

上
五
箇)

一
日
は
盆
月
の
始
ま
り
で
、
「
カ
マ
ッ
プ
タ
が
あ
け
た
」
と
い
う
が
、
別
に
何
も
し 

な
い
。
子
供
に
は
「
お
盆
だ
か
ら
水
を
浴
び
る
な
、
死
ん
じ
ゃ
う
ぞ
」
と
注
意
す
る
。
 

赤
岩)

A

月
一
日
を
カ
マ
ノ
ク
チ
ア
ケ
と
い
う
。

こ
の
日
は
、
仏
さ
ま
が
墓
場
か
ら
お
客 

に
出
か
け
て
く
る
日
で
あ
る
と
い
う
。

こ
の
日
は
コ
ム
ギ
粉
で
つ
く
っ
た
ま
ん
じ
ゅ 

う
を
こ
し
ら
え
る
。

む
か
し
は
、
新
盆
の
う
ち
で
は
、

こ
の
日
か
ら
た
か
ん
ど
う
ろ
う(

高
灯
籠)

を
庭 

先
に
た
て
て
お
い
た
。
新
参
の
仏
さ
ま
は
そ
れ
を
た
よ
り
に
や
っ
て
く
る
と
い
う
。 

最
近
は
新
盆
の
提
灯
を
縁
先
に
さ
げ
て
お
く
よ
う
に
な
っ
た
。

仏
さ
ま
は
、
こ
の
日
に
墓
場
を
出
発
し
て
、
七
夕
ま
で
に
は
半
道
中
で
あ
る
と
い 

う
。
な
お
、
カ
マ
ノ
ク
チ
ア
ケ
の
あ
と
、
盆
月
に
な
っ
て
な
く
な
っ
た
も
の
は
、
仏 

さ
ま
が
お
客
に
く
る
と
い
う
の
に
、
こ
ち
ら
か
ら
出
か
け
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で 

道
中
で
仏
さ
ま(

ご
先
祖
さ
ま)

に
会
っ
て
、
あ
た
ま
を
な
ぐ
ら
れ
る
の
で
、
埋
葬 

す
る
と
き
に
、
す
り
ば
ち
を
か
ぶ
せ
て
や
る
も
の
だ
と
い
う
。(

赤3
石)

こ
の
日
、
「
地
獄
の
ふ
た
が
あ
い
た
か
ら
川
に
泳
ぎ
に
行
っ
て
は
い
け
な
い
。
カ
ッ 

パ
に
ひ
き
こ
ま
れ
る
か
ら
」
と
い
う
。(

瀬

戸

井•

鍋

谷•

中
島)

地
獄
の
釜
っ
蓋
が
あ
く
日
で
、
仏
様
が
盆
で
出
か
け
て
来
る
。

そ
の
頃
死
ぬ
と
、
 

「
盆
だ
に
い
く
ん
だ
、
そ
れ
に
来
る
の
か
」
と
い
っ
て
叩
か
れ
る
の
で
、
か
わ
ら
け 

を
か
ぶ
せ
て
や
る
。(

木
崎)

焼
き
餅 

「釜
の
フ
タ
を
ヤ
キ
へ
ガ
ス
」
と
い
っ
て
、
焼
き
餅
を
つ
く
り
仏
様
に 

あ
げ
る
。
焼
き
餅
を
供
え
る
と
地
蔵
様
が
仏
に
家
に
帰
っ
て
良
い
と
い
う
許
し
を
出 

す
。
許
し
を
も
ら
っ
て
、
十
三
日
に
や
っ
と
帰
る
。(

天
神
原)

八

月

一

日(

旧
七
月
一
日)

に
米
の
粉
を
こ
ね
て
塩
あ
ん
を
入
れ
、
ホ
ー
ロ
ク
で

焼
い
た
ヤ
キ
モ
チ(

カ
マ
ッ
プ
タ
ヒ
ガ
シ
と
い
う)

を
本
尊
様
に
あ
げ
る
。
仏
様
が 

十
万
億
土
か
ら
出
て
く
る
た
め
、
カ
マ
ッ
プ
タ
を
あ
け
て
出
発
す
る
の
で
あ
る
〇(

新 

福
寺)

七 

夕
(

七
日)

七
夕
飾
り 

カ
ッ
モ
馬
を
作
っ
た
。
ネ
ブ
ト
流
シ
と
て
、
ね
む
た
が
り
の
人
が
水 

あ
び
し
た
。
利
根
川
で
頭
を
洗
っ
た
〇
芋
の
葉
の
露
を
と
っ
て
習
字
し
た
。
食
習
と 

し
て
は
う
ど
ん
、
も
と
は
ま
ん
じ
ゅ
う
を
作
っ
た
。(

下
中
森)

も
と
は
旧
七
月
七
日
に
し
た
が
、
戦
後
八
月
に
な
っ
た
。
新
し
い
笹
竹
に
色
紙
を 

付
け
て
飾
る
が
、
「
天
の
川
」
「
七
夕
や
秋
を
定
め
る
初
め
の
夜
」
な
ど
と
書
く
。(

上 

五
箇)

笹
竹
は
あ
と
で
畑
に
立
て
て
虫
除
け
に
す
る
。(

大
塚)

•

七
夕
にt

ま
ん
じ
ゅ
う
を
乍
っ
て
食
べ
る
。(

上
五
箇)

七
夕
の
日
に
は
早
起
き
を
す
る
と
よ
い
。
川
へ
髪
を
洗
い
に
ゆ
く
と
頭
を
病
ま
な 

い
と
い
う
。
七
夕
さ
ま
の
露
を
目
に
つ
け
る
と
目
が
悪
く
な
ら
な
い
。

七
夕
に
雨
が
降
る
と
そ
の
年
は
水
が
出
る
。(

瀬
戸
井)

七
夕
は
八
月
六
日
の
午
後
に
飾
り
、
七
日
に
流
す
。
昔
は
利
根
川
の
流
れ
を
と
め 

て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。"

七
夕
や"

と
書
い
た
り
、
〃
天
の
川
ふ
り
さ
け
見
れ
ば

まこも馬(萱野)

(青木則子撮影)



か
す
が
な
る
三
笠
の
山
に
出
で
し
月
か
も"

を

五.

七
.

五
の
句
ご
と
に
書
い
て
竹 

に
つ
る
す
。
ま
た
、
カ
ツ
モ(

普
通
に
は
マ
コ
モ)

で
馬
を
二
頭
つ
く
っ
て
供
え
る
。
 

馬
は
七
日
の
夕
方
屋
根
に
上
げ
、
そ
の
ま
ま
上
げ
て
お
く
が
、
最
後
に
は
稲
荷
様
の 

脇
に
お
さ
め
て
し
ま
う
。

七
夕
飾
り
は
昔
は
皆
や
っ
た
が
最
近
で
は
や
る
家
が
少
な
く
な
っ
た
。
し
か
も
最 

近
ニ
ニ
ニ
年
千
代
田
村
の
竹
が
み
な
枯
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
原
因
は
不
明
で
あ
る
。
 

今
で
も
飾
り
を
す
る
家
で 
は
マ
ダ
ヶ
で
な
く
モ
ウ
ソ
ウ
を
使
う
。

六
日
に
飾
り
を
し
、
七
日
に
流
す
。
ネ
ブ
タ
流
し
と
い
っ
て
水
浴
び
を
や
る
。
七 

日
に
は
ま
た
女
衆
が
髪
を
洗
っ
た
。(

萱
野)

七
夕
は
真
竹
の
ト
ウ
ザ
ィ(

当
才)

に
飾
っ
た
が
、
最
近
は
真
竹
が
絶
え
た
の
で
、
 

今
は
孟
宗
竹
に
飾
る
ょ
う
に
な
っ
た
。
芋
の
葉
に
た
ま
っ
た
露
で
墨
を
す
り
、
色
紙 

に
、
天
の
川.

七
夕
の
天
の
川
な
ど
書
い
て
つ
け
る
。
「
七
夕
の
心
の
う
ち
は
い
か
な 

ら
ん 

た
し
こ
し
今
日
の
夕
暮
れ
の
空
」
と
書
い
て
あ
げ
る
家
も
あ
る
。
カ
ツ
モ(

ま 

こ
も)

を
刈
っ
て
お
き
、
乾
し
て
、

タ
ナ
バ
タ
サ
マ
ノ
ウ
マ
を
、
雌
雄
二
匹
作
る
。
 

こ
の
日
雨
が
降
る
と
、
夏
の
病
気
が
う
ち
わ
だ
。
天
の
川
が
お
っ
ぴ
ら
い
て
、
悪
病 

神
が
行
き
会
え
ね
え
で
、
子
ど
も
が
で
き
な
い
か
ら
、
三
粒
で
も
降
っ
た
方
が
い
い
。
 

カ
ツ
モ
ウ
マ
は
、
軒
下
に
と
っ
て
お
い
て
、
水
で
溺
れ
た
時
に
、
そ
れ
で
あ
た
た
め

て
く
れ
る
と
、
息
を
吹
き
か
え
す
。
ま
た
大
水
の
時
に
、
持
っ
て
避
難
す
る
。
火
難 

除
け
と
し
て
、
軒
に
吊
し
た
り
、
屋
根
に
上
げ
る
家
も
あ
る
。
七
夕
の
朝
早
起
き
し 

て
、
竹
を
川
に
流
す
と
、
ネ
ブ
タ
ナ
ガ
シ
と
い
っ
て
、
早
起
き
が
で
き
る
。
こ
の
日
、
 

«

を
洗
う
と
い
い
と
い
う
。

七
夕
の
朝
、
飯
前
に
墓
地
の
掃
除
を
す
る
。(

木
崎)

-

七
夕
は
七
夕
節
供
と
い
い
、
節
供
入
り
の
六
日
に
墓
掃
除
を
す
る
。
七
夕
さ
ま
は 

馬
に
の
っ
て
く
る
と
い
い
ヵ
ツ
モ
で
一
対(

男
女)

の
馬
を
つ
く
り
、
ヵ
ィ
ド
ゥ
ロ 

に
竹
竿
を
張
り
、
そ
の
竿
に
向
い
合
わ
せ
に
飾
っ
た
。
昨
年
ま
で
馬
を
つ
く
っ
た
。 

ネ
ブ
タ
流
し
と
い
っ
て
、
七
夕
の
朝
、
川
へ
馬
を
流
し
た
。
子
供
が
持
っ
て
行
っ
た
。
 

七
夕
に
は
雨
が
降
っ
た
方
が
ょ
い
〇
赤
飯
、
ゥ
ド
ン
、
ま
ん
じ
ゅ
う
を
つ
く
っ
て
ご 

馳
走
す
る
。
隣
り
の
邑
楽
郡
大
泉
町
城
之
内
で
は
、
こ
の
七
夕
に
城
を
攻
め
ら
れ
た 

と
い
う
伝
え
に
ょ
り
七
夕
飾
り
は
し
な
い
。(

鍋
谷)

七
夕
の
朝
、
朝
早
く
起
き
て
、
川
へ
行
っ
て
顔
を
洗
っ
て
く
る
と
眠
た
く
な
ら
な 

い
と
い
う
。
ま
た
、
七
夕
飾
り
の
笹
の
葉
の
露
を
浴
び
る
と
丈
夫
に
育
つ
と
い
う
の 

で
、
わ
ざ
と
ゆ
す
ぶ
っ
て
露
を
浴
び
た
り
し
た
。

七
夕
ま
つ
り
が
、
昨
年
か
ら
極
端
に
減
っ
た
。

小
泉
の
富
岡
城
が
七
夕
に
落
城
し
た
の
で
、
そ
こ
に
い
た
柴
崎
ィ
ッ
ヶ
は
七
夕
飾

七夕飾り(鍋谷)

(中村和三郎撮影)

虫よけの七夕飾り(上五箇)

(関口正己撮影)



り
を
す
る
な
と
い
わ
れ
る
。

ィ
モ
の
葉
の
水
を
取
っ
て
墨
を
す
っ
て
、
短
冊
に
字
を
書
い
て
笹
竹
に
吊
る
す
が
、
 

こ
こ
二.

三
年
急
に
や
ら
な
く
な
っ
た
。
竹
が
枯
れ
た
こ
と
が
原
因
。(

赤
岩)

六
日
の
朝
の
里
芋
の
葉
の
露
で
墨
を
す
り
、
短
冊
に
書
く
。
七
夕
飾
り
は
庭
に
立 

て
る
。
お
と
ぅ
み
ょ
ぅ
を
あ
げ
た
。
七
夕
飾
り
は
八
日
の
朝
川
の
端
に
す
て
て
く
る
。
 

七
日
の
夕
方
に
、
も
と
は
女
衆
は
川
へ
髪
洗
い
に
行
っ
た
。(

中
島)

カ
ツ
モ
馬 

七
夕
に
庭
に
竹
を
二
本
立
て
綱
を
張
っ
て
馬
を
二
頭
向
か
い
合
わ
せ 

て
吊
る
す
。
そ
の
下
に
赤
飯.

杯
•

灯
明
を
供
え
る
。
七
夕
が
終
わ
る
と
屋
根
へ
あ 

げ
て
お
く
。
留
守
番
を
す
る
、
盗
難
よ
け
に
な
る
。(

上
中
森)

七
夕
の
ウ
マ
は
六
日
の
午
後
作
る
。
そ

の

前(

三
日
ほ
ど
前)

に
近
く
の
池
か
ら 

カ
ッ
モ
を
取
っ
て
来
て
、
三
日
間
ほ
ど
干
し
て
お
く
。
六
日
の
午
後
、
太
陽
の
あ
る 

う
ち
に
飾
る
。
六
日
の
晩
に
た
き
た
て
の
お
初
の
ご
飯
を
皿
に
の
せ
て
、
七
夕
の
お 

飾
り
の
所
に
あ
げ
る
。
「
七
日
の
晩
の
夜
露
に
か
け
て
は
い
け
な
い
」
と
い
っ
て
、
七 

日
の
夕
方
お
飾
り
を
取
る
。
お
飾
り
の
竹
は
利
根
川
に
流
し
た
。

ウ
マ
は
魔
除
け
と 

い
っ
て
軒
下
に
下
げ
て
お
く
。
前
の
年
の
ウ
マ
は
竹
と
一
緒
に
川
に
流
す
〇
水
に
お 

ぼ
れ
た
者
が
い
る
と
、
古
い
ウ
マ
を
燃
や
し
た
。

こ
う
す
る
と
助
か
る
と
い
う
。
 

ウ
マ
が
飾
っ
て
あ
る
所
に
は
、
「
子
ど
も
は
ウ
マ
の
下
を
く
ぐ
っ
た
り
、
近
寄
る
な
」 

と
い
わ
れ
た
。
近
寄
る
と
け
が
を
す
る
と
い
う
。
子
ど
も
の
こ
ろ
に
は
、
ウ
マ
の
そ 

ば
に
は
、
決
し
て
行
か
な
か
っ
た
と
い
う
。

六
日
の
夜
カ
ッ
モ
で
馬
を
作
り
、
笹
竹
の
七
夕
飾
り
を
立
て
た
カ
ッ
モ
繩
に
雌
雄 

二
匹
を
相
向
か
い
に
吊
る
す
。
七
夕
が
終
る
と
、
カ
ッ
モ
馬
は
ひ
さ
し
の
片
は
し
に 

し
ば
り
つ
け
て
置
く
と
魔
除
け
に
な
る
。
毎
年
作
る
の
で
だ
ん
だ
ん
ふ
え
る
が
風
雨
に 

さ
ら
さ
れ
て
な
く
な
る
。
カ
ッ
モ
馬
を
笹
竹
と
い
っ
し
よ
に
川
に
流
す
家
も
あ
る
。
 

最
近
は
カ
ッ
モ
馬
を
作
ら
な
く
な
っ
た
が
別
に
変
っ
た
こ
と
も
な
い
の
で
よ
そ
う
と 

い
う
気
分
に
な
っ
た
。

カ
ッ
モ
馬
は
毎
年
取
っ
て
置
い
て
、
子
供
が
水
に
溺
れ
た
時
に
こ
れ
を
燃
し
て
腹 

を
温
め
る
と
水
を
吐
い
て
助
か
る
と
い
う
。(

上
五
箇)

カ
ッ
モ
馬
は
あ
と
で
屋
敷
の
ま
ん
中
辺
の
軒
下
に
し
ば
っ
て
置
く
。
棄
て
る
と
子 

供
が
よ
く
育
た
な
い
と
い
う
。(

大
塚)

七
夕
飾
り
は
六
日
に
色
紙
で 

つ
く
っ
て
飾
る
。
「
カ
ッ
モ
」
と
い
う
草
を
ほ
し
て
馬 

を
つ
く
っ
て
飾
っ
た
。

二
匹
つ
く
っ
て
離
し
て
飾
る
。

こ
の
馬
は
と
っ
て
お
い
て
屋 

根
に
上
げ
て
お
い
た
。
魔
除
け
に
な
る
。
水
に
お
ぼ
れ
た
と
き
に
こ
の
馬
を
燃
す
と 

助
か
る
と
い
う
。(

瀬
戸
井)

七
夕
の
馬
は
藁
で
作
っ
た
場
合
、
藁
は
三
つ 

か
み
も
あ
れ
ば
い
い
。
繩
を
な
っ

七夕かざりを流す(新福寺)

(阪本英一撮影)

七夕飾りの始末(赤岩)

(関口正己撮影)



カツモ馬庭先につるしておく 

(下中森)(都丸十九一撮影)

マコモ馬(栗原宗七家)(舞木)

(丑木幸男撮影)

七夕の-7コモ馬(上中森)

(近藤義雄撮影)

マコモ馬七日昼、うどんをあげる

(萱野) (青木則子 撮影)

マコモ馬(上中森)

(丑木幸男撮影)

マコモ馬(上五箇)

(関1=1正己撮影)



て
最
初
た
て
が
み
を
作
り
、
七
夕
だ
か
ら
七
つ
、
た
て
が
み
か
ら
足
ま
で
続
い
て
い 

る
。
そ
れ
に
後
足
を
つ
け
る
。
竹
の
両
方
に
つ
け
る
。

采

崎)

六
日
の
夕
方
、
カ
ッ
モ
で
雌
雄
の
馬
を
つ
く
り
、
縁
先
に
長
竿
を
わ
た
し
て
、
結 

い
つ
け
る
。
そ
の
近
く
に
短
冊
を
つ
け
た
竹
を
立
て
る
。
七
日
の
夕
方
、
竹
は
川
へ 

流
し
、
馬
は
ィ
ヌ
ィ
の
隅
に
た
く
わ
え
て
お
く
。
そ
れ
が
魔
除
け
に
な
る
。
今
年
は
、
 

堀
を
き
れ
い
に
そ
う
じ
し
て
し
ま
っ
た
の
で
カ
ツ
モ
が
少
な
く
、
わ
ら
で
つ
く
っ
た 

家
も
あ
る
。
ま
た
、
竹
が
枯
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
川
へ
流
さ
す
に
と
っ
て
お
き
、
 

ス
ズ
メ
ヨ
ヶ
に
使
う
。
小
麦
ま
ん
じ
ゅ
う
、
う
ど
ん
を
つ
く
っ
て
供
え
る
。(

天
神
原) 

盆

墓
掃
除 

墓
場
の
草
取
り
を
し
て
き
れ
い
に
す
る
。
盆
前
の
適
当
な
日
に
や
る
。
 

昔
は
、
番
人
が
い
て
特
定
の
人
が
や
っ
た
が
、
そ
の
後
、
青
年
団
の
奉
仕
と
な
り
、
 

現
在
で
は
個
人
が
や
る
。(

萱
野)

盆
買
物 

盆
に
使
う
物
を
一
揃
い
荒
物
屋
な
ど
で
買
っ
て
く
る
。
飾

り

花
(

造 

花
二
三
〇
円)

敷

島

香(

線
香
二
〇
〇
円)

カ
ヮ
ラ
ヶ(

二
個
四
〇
円
ベ
色
紙(

二 

〇
円)

ろ
う
そ
く 
(

一
〇
円)

、
ご

ざ
(

四
〇
〇
円)

、
合

計

九

〇

〇

円(

赤
岩) 

盆
の
買
物
と
し
て
、
線
香
、
色
紙
、
献
花
、
オ
ガ
ラ
の
箸
、
供
え
物
を
の
せ
る
力

ワ
ラ
ケ
、
カ
ボ
チ
ャ
な
ど
を
買
ぅ
。
献
花
は
盆
様
の
分
と
シ
ョ
ウ 

リ
ョ
ウ
さ
ま
の
と
ー
ー
つ
買
ぅ
。
ま
た
盆
様
に
あ
げ
る
献
花
に
は
キ 

ン
バ
ナ
、
ギ
ン
バ
ナ
の
二
種
類
あ
り
、
毎
年
決
ま
っ
て
い
る
。
力 

ワ
ラ
ケ
は
、
去
年
ま
で
は
大
泉
で
焼
い
た
土
器
を
つ
か
っ
た
が
、
 

今
年
は
カ
ワ
ラ
ケ
を
焼
く
人
が
出
か
せ
ぎ
に
出
て
し
ま
っ
て
焼
く 

人
が
い
な
い
の
で
、
瀬
戸
物
の
皿
だ
っ
た
。(

天
神
原)

盆 

棚 

一m
直
ハ
角
ほ
ど
の
板
を
台
の
上
に
の
せ
て
盆
棚
を
作 

る
。
座
敷
に
設
け
、
左
右
に
笹
竹
を
立
て
て
チ
ガ
ャ
の
繩
を
張
り
、
 

五
色
の
色
紙
で
シ
メ
を
作
っ
て
下
げ
る
。
壇
の
上
に
買
っ
た
盆
ご 

ざ
を
敷
く
が
、
カ
ツ
モ
の
ゴ
ザ
を
編
ん
で
敷
く
家
も
あ
る
。
奥
に 

仏
画
の
掛
軸
を
下
げ
、
仏
壇
の
位
牌
を
出
し
て
並
べ
る
。
造
花
の

カツモ馬
七夕のあと屋敷の中央に吊るしておく

(上五箇)(関口正己撮影)

わらの七夕の馬(木崎)(上野 勇 撮影)

盆の買物合計900円也
(赤岩)(関口正己 撮影)



盆
花
を
買
っ
て
飾
り
、
ま
た
竹
に
秋
の
七
草
や
ミ
ソ
ハ
ギ
な
ど
の
生
花
を
取
っ
て
き 

て
く
く
り
付
け
て
飾
る
。
前
に
キ
ナ
コ
の
お
は
ぎ
を
供
え
る
。(

上
五
箇)

盆
棚
の
前
に
二
本
の
笹
竹
を
立
て
て
ヵ
ッ
モ
の
繩
を
張
り
、
色
紙
や
杉
の
葉
を 

吊
っ
た
り
、
ナ
ス
、
ホ
オ
ズ
キ
や
ぅ
ど
ん
を
吊
る
す
家
も
あ
る
。(

上
五
箇)
(

赤
岩) 

お
は
ぎ
は
仏
様
の
膳
に
六
個
ず
つ
、
二
組
供
え
る
。
茶
椀
も
二
組
で
十
二
個
そ
ろ 

え
て
、
お
茶
を
供
え
る
家
も
あ
る
。(

下
中
森)

盆
棚
は
三
尺
一
間
が
普
通
で
、
組
立
て
式
の
が
各
家
に
あ
る
。
ゴ
サ
を
敷
い
て
、
 

上
•

中
•

下
三
段
ま
た
家
に
ょ
っ
て
は
上•

下
の
二
段
に
す
る
。

マ

コ

モ(

こ
の
附 

近
で
は
ヵ
ッ
モ)

の
繩
を
上•

下
二
重
に
張
り
、
そ
れ
に
色
紙
で
作
っ
た
キ
リ
コ
と
、
 

ホ
ゥ

ズ

キ(

提
灯
の
か
わ
り
と
い
わ
れ
て
い
る)

を
さ
げ
る
。

盆
棚
の
下
に
は
水
ム
ヶ
茶
碗
に
水
を
く
ん
で
お
く
。
ま
た
同
じ
く
棚
の
下
に
ナ
ス 

を
四
角
に
き
っ
て
お
い
て
お
く
。
先
祖
様
の
乗
り
物
で
あ
る
馬
の
ヵ
ィ
バ
で
あ
る
と 

い
わ
れ
て
い
る
。

F

家
の
場
合
は
十
二
日
の
午
後
つ
く
る
。
前
の
柱
に
竹
と
ハ
ギ
を
飾
り
、
綱
を
上 

下
二
本
は
り
、
色
紙
、
ホ
ウ
ズ
キ
を
飾
る
。
ゴ
ザ
を
敷
い
て
位
は
い
を
出
し
、
高
野 

山
の
月
牌
の
軸
を
か
け
る
。
七
夕
に
つ
く
っ
た
マ
コ
モ
の
上
に
、
水
と
ミ
ソ
ハ
ギ
の 

花
を
入
れ
た
ド
ン
ブ
リ
を
お
く
。
下
の
段
に
シ
ョ
ウ
リ
ョ
ウ
サ
マ
を
お
く
。
子
供
の 

仏
だ
と
い
ぅ
が
位
は
い
は
な
い
。

シ
ョ
ウ
リ
ョ
ウ
様
の
盆
花
と
、
昨
年
の
盆
様
の
盆 

花
を
飾
り
、
供
え
物
は
か
わ
ら
な
い
。

仏
壇
に
は
留
守
仏
が
い
る
の
で
、
仏
壇
に
も
お
供
え
を
あ
げ
る
。(

萱
野)

盆 棚(上五箇)

(関口正己撮影)

盆 棚(天神原)朝、ボタモ 

チを供える。(青木則子撮影)

盆 棚下にカツモござを敷 

いて、ショウリョウ様をまつる

(下中森)(関口正己 撮影)

仏壇を飾った盆棚(略式)

(上五箇)(関口正己撮影)

盆 棚(赤岩)

(関口正己撮影)

ソウリョウ様盆棚の下に昨年 

のハナをナスにさして置く。(上 

五箇) (関口正己撮影)



き
な.
こ
の
ボ
タ
餅
を
作
り
、
西

瓜.

南

瓜•

ナ
ス•

キ
ュ
ウ
リ
を
供
え
る
。(

木
崎) 

十
三
日
の
午
前
中
に
つ
く
る
。
三
尺
四
方
の
二
本
の
柱
に
竹
と
ハ
ギ
の
枝
を
飾
り 

シ
バ
草
で
な
つ
た
繩
を
上
下
ニ
カ
所
は
り
、
ホ
ウ
ズ
キ
、
色

紙
(

家
に
ょ
つ
て
折
り 

方
が
異
な
る)

を
か
ざ
る
。
上
の
段
が
盆
様
で
、
下
の
段
が
シ
ョ
ウ
リ
ョ
ウ
さ
ま
で 

あ
る
。
棚
に
は
ゴ
ザ
を
敷
き
、
寺
で
も
ら
つ
て
き
た
ひ
き
茶
、
水
、
野
菜
、
イ
モ
の 

葉
の
上
に
ー
ー
つ
に
割
つ
て
ナ
ス
の
半
片
を
の
せ
た
も
の
、
食
事
を
あ
げ
る
。(

天
神
原)

盆
棚
は
十
三
日
に
つ
く
る
が
、
盆
棚
の
下
に
は
ソ
ウ
リ
ョ
ウ
様
を
お
く
。
棚
の
上 

に
は
、
お
膳
の
上
に
カ
ワ
ラ
ケ
に
入
れ
て
供
え
物
を
す
る
。
カ
ワ
ラ
ケ
は
小
泉
焼
で
、
 

明
治
の
末
に
は
一
枚
五
厘
だ
つ
た
。
ま
た
イ
モ
の
葉
に
野
菜
等
を
入
れ
て
、
棚
の
上 

に
も
下
に
も
供
え
、
送
り
出
す
と
き
ナ
ス
、
イ
ン
ゲ
ン
、
サ
サ
ゲ
等
を
刻
ん
だ
も
の 

を
つ
け
加
え
て
、
お
寺
の
門
の
所
に
も
つ
て
い
く
。
枯
れ
て
く
る
と
区
長
が
燃
す
。
 

ナ
ス
の
馬
も
作
る
。
足
は
オ
ガ
ラ
で
あ
る
。
オ
ガ
ラ
で
盆
棚
の
供
物
の
箸
も
作
る
。
 

オ
ガ
ラ
は
ゴ
ザ
、

ハ
ナ
、
カ
ワ
ラ
ケ
な
ど
と
共
に
ボ
ン
ガ
イ
モ
ン(

小
泉
や
地
元) 

の
と
き
買
ぅ
。(

新
福
寺)

盆
棚
を
お
棚
と
い
ぅ
。

ョ
コ
ザ
に
飾
る
。
棚
の
上
に
ウ
チ
仏
、
棚
の
下
に
精
霊
様

(

無
縁
仏)

を
ま
つ
る
。
茄
子
に
オ
ガ 

ラ
の
足
を
つ
け
た
馬
を
ィ
モ
の
葉
に
の 

せ
精
霊
様
に
供
え
る
。
馬
の
背
に
精
霊 

花
を
さ
し
、こ
の
馬
を
精
霊
様
と
い
ぅ
。
 

棚
の
上
の
供
え
物
は
三
度
三
度
か
え
る 

が
、
精
霊
様
の
方
は
送
り
盆
ま
で
か
え 

な
い
で
供
え
ぱ
な
し
に
す
る
。
精
霊
様 

は
墓
へ
行
く
道
筋
の
適
当
な
所
に
線
香 

を
立
て
て
迎
え
て
く
る
。
送
る
時
も
同 

じ
所
に
線
香
を
た
て
て
送
る
。(

鍋
谷)

部
屋
の
ふ
す
ま
か
障
子
の
前
に
、
一こ 

尺X

六
尺
ほ
ど
の
棚
を
設
け
て
盆
ご
ざ 

を
敷
き
、
仏
壇
の
位
牌
を
全
部
出
し
て

飾
る
。
它
び
ん
に
生
花
を
さ
し
て
飾
る
。
仏
様
の
膳
に
茶
碗
を
七
個(

ふ
だ
ん
は
二 

個
だ
け)

、
ま
た
は
十
二
個
並
べ
て
、
毎
朝
、
寺
か
ら
も
ら
っ
た
お
茶
を
入
れ
て
供
え 

る
。

シ
バ
草
ま
た
は
ヨ
シ
簀
を
編
ん
だ
五
十
セ
ン
チ
四
方
く
ら
い
の
敷
き
物
を
敷L
 

て
、

ハ
ス
ま
た
は
芋
の
葉
に
ナ
ス
を
さ
い
の
目
に
刻
ん
で
盛
り
、
、、、
ソ
ハ
ギ
の
束
を 

壺
の
水
に
浸
し
て
濡
ら
し
て
や
る
。
仏
様

用

の

土

器(

ヵ
ヮ
ラ
ケ)

に
柿
の
葉
を
敷 

き
、
ご
飯
を
盛
っ
て
供
え
る
。(

赤
岩)

月 

牌 

高
野
山
に
お
ま
い
り
し
て
、
先
祖
の
月
牌
を
た
の
み
、
掛
軸
を
も
ら
っ 

て
く
る
。
高
野
山
で
毎
月
毎
月
の
命
日
に
供
養
し
て
く
れ
て
い
る
。

月
牌
之
契
証
建
立
月
牌
母
月
之
妙
供
朝
暮
之
持
誦
永
至
子
慈
尊
出
世
之
暁
天
更 

不

可

有

怠

慢

者

也(

梵
字)

先
祖
代
々
霊

昭
和
三
十
二
年
一
月
二
十
七
日
紀
伊
高
野
山
準
別
格
本
山 

福
智
院

最
も
古
い
の
が
文
化
十
五
寅
年
二
月
三
日
の
掛
軸
で
、
六
代
目
と
八
代
目
の
母
を 

供
養
す
る
も
の
。(

現
戸
主
は
十
三
代
目)
(

萱
野)

盆 

花 

ミ
ソ
ハ
ギ
の
花
を
小
束
に
し
て
半
紙
で
ま
る
め
て
、

ハ
ス
葉(

ま
た
は 

ィ
モ
の
葉)

の
上
に
盛
っ
た
刻
ん
だ
物
と
い
っ
し
ょ
に
置
く
。
茶
椀
に
水
を
入
れ
て 

置
き
、
ミ
ソ
ハ
ギ
を
水
に
浸
し
て
線
香
を
上
げ
る
時
な
ど
に
供
え
振
り
か
け
て
や
る

こ
と
を
く
り
返
す
。

(

上
五
箇.)

盆
花
は
店
が
売
り
に 

来
る
が
か
な
ら
ず
毎
年 

同
じ
店
か
ら
買
ぅ
こ
と 

に
な
っ
て
い
て
他
の
人 

か
ら
は
買
わ
な
い
。
ま 

た
、

、、、
ソ
ハ
ギ
を
盆
花 

と
呼
ぶ
。(

鍋
谷)

、、、
ソ
ハ
ギ
を
盆
花
と 

い
い
こ
れ
だ
け
は
必
ず 

供
え
る
。
そ
の
ほ
か
何

供え物にミソハギでお水をかける〇 (赤岩) 

(関口正己撮影)

盆花左はショウリョウ様へ、 

右は盆様へあげる(天神原)

(青木則子撮影)



の
花
で
も
取
っ
て
き
て
あ
げ
る
。(

中
島)

無
縁
仏 

ソ
ウ
リ
ョ
ウ
様
と
い
っ
て
普
通
盆
棚
の
下
に
祭
る
。
去

年
の
盆
花(

造 

花)

を
供
え
、
牡
丹
餅
も
小
さ
く
造
っ
て
カ
ヮ
ラ
ヶ
に
載
せ
て
供
え
た
。
ま
た
蓮
の 

葉
ま
た
は
芋
の
葉
に
な
す
を
細
か
く
切
っ
た
も
の
を
供
え
た
が
、
こ
れ
も
ソ
ウ
リ
ョ 

ウ
さ
ま
と
呼
ん
だ
。(

下
中
森)

カ
ツ
モ
の
葉
の
太
い
方
を
切
り
揃
え
て
四
十
セ
ン
チ
四
方
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
に
編 

ん
だ
も
の
を
、

ソ
ウ
リ
ョ
ウ
様
の
お
膳
、
ま
た
は
子
ど
も
の
お
膳
と
呼
ん
で
、
盆
棚 

の
下
に
置
き
、
去
年
の
盆
花
を
ナ
ス
に
立
て
て
飾
り
、
供
え
物
を
の
せ
て
置
く
。
力 

ツ
モ
の
葉
を
編
ま
な
い
で
並
べ
て
お
く
家
も
あ
る
。

盆
棚
の
下
に
カ
ツ
モ
の
ご
ざ
を
敷
き
、
去
年
の
古
い
盆
花
を
飾
り
お
灯
明
を
あ
げ
、
 

オ
ハ
ギ•

カ
ボ
チ
ャ
な
ど
を
供
え
る
。

こ
こ
は
シ
ョ
ウ
リ
ョ
ウ
様
と
い
ぅ
無,
縁
仏
を 

ま
つ
る
所
で
、
子
供
の
霊
は
棚
の
上
に
祭
る
。(

上
五
箇)

小
さ
い
器
を
買
っ
て
小
規
模
に
祭
る
の
は
棚
の
下
で
、
三
度
三
度
同
じ
も
の
を
供 

え
る
。(

瀬
戸
井)

盆
棚
の
下
に
は
精
霊
様(

昔
か
ら
の
そ
の
家
の
子
の
霊
と
い
わ
れ
て
い
る
。)

を
ま 

つ
る
〇

盆

花(

造
花)

を
一
本
精
霊
様
に
あ
げ
る
。
ナ
ス
を
半
切
り
に
し
て
そ
れ
に
さ
し 

里

芋

の

葉(

ハ
ス
の
葉
が
ほ
ん
と
だ
が)

に
の
せ
る
。(

萱
野)

子
供
の
仏
様
は
上
に
あ
が
れ
ね
え
の
で
下
に
飾
る
。(

木
崎)

ミ
ソ
ハ
ギ
の
束
に
水
を
付
け
て
、
供
え
物
に
ふ
り
か
け
て
や
る
水
は
、
茶
わ
ん
か 

丼
に
入
れ
て
あ
る
が
、
毎
朝
取
り
替
え
る
時
に
裏
庭
に
棄
て
て
や
る
。
無
縁
仏
が
そ 

の
水
を
飲
む
と
い
う
。
ま
た
、
ふ
だ
ん
で
も
毎
朝
の
お
茶
を
決
ま
っ
て
同
じ
裏
庭
に 

棄
て
る
時
、
「無
縁
仏
た
む
け
ま
す
」
と
い
っ
て
棄
て
る
と
、六
三
除
け
に
な
る
。(

赤
岩) 

ソ
ー
リ
ョ
ー
様
と
い
っ
て
、
盆
棚
の
下
に
無
縁
仏
の
棚
を
作
る
。
ぼ
た
餅
と
盆
花 

ょ
り
小
さ
い
ソ
ー
リ
ョ
ー
花
を
飾
る
。
他
に
ど
ん
ぶ
り
に
水
を
入
れ
た
も
の
と
、
蓮 

か
い
も
の
葉
に
茄
子
を
サ
ィ
の
目
に
切
っ
た
も
の
を
あ
げ
、
盆
花
の
草
で
ど
ん
ぶ
り 

の
水
を
茄
子
に
ピ
チ
ャ
ピ
チ
ャ
か
け
る
。(

舞
木)

シ
ョ
ウ
リ
ョ
ウ
様
は
、
そ
の
家
か
ら
出
た
仏
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
名
前
の
わ
か 

ら
な
い
仏
や
、
子
供
の
仏
で
、
こ
っ
そ
り
盆
を
し
て
か
え
る
。

シ
ョ
ウ
リ
ョ
ウ
様
に 

お
供
え
を
沢
山
あ
げ
た
ほ
う
が
良
い
と
い
う
が
、
献
花
の
種
類
が
ち
が
う
だ
け
で
、
 

同
じ
に
供
え
る
。
シ
ョ
ウ
リ
ョ
ウ
様
の
献
花
は
ナ
ス
の
上
に
立
て
る
。(

天
神
原)

盆
棚
に
は
ウ
チ
の
仏
の
下
に
精
霊
様
を
ま
つ
る
。
精
霊
様
に
は
茄
子
か
胡
爪
で
足

に
オ
ガ
ラ
を
つ
け
た
馬
を
桝
に
入
れ
て
供
え
る
。

こ
の
馬 

の
背
に
精
霊
花
を
挿
す
。(

中
島)

お
留
守
居
様
仏
壇
の
中
の
位
牌
な
ど
は
全
部
盆
棚
に 

飾
り
、
空
に
な
っ
た
所
へ
土
器(

ヵ
ヮ
ラ
ヶ)

に
ご
飯
を 

盛
っ
て
供
え
て
お
く
。
扉
は
開
い
て
お
く
。(

赤
岩)

仏
壇
は
し
め
て
お
く
。(

天
神
原)

生
キ
盆 

ィ
キ
ミ
タ
マ
な
ど
い
わ
な
い
。(

上
五
箇)

盆
迎
え•

盆

ブ

チ

重

箱

に

ィ

ン

ゲ

ン•

ナ
ス•

米
. 

線

香•

ボ
タ
餅
な
ど
を
入
れ
、
お
金
を
包
ん
で
寺
へ
盆
迎 

え
(

盆
ブ
チ
と
い
ぅ)

に
行
く
。
寺
に
は
寺
世
話
人
が
い 

て
、
粉
茶
を
包
ん
で
く
れ
る
。
寺
か
ら
帰
る
と
、
屋
敷
の 

ヵ
ド
に
土
山
を
こ
し
ら
え
、
そ
こ
に
い
っ
た
ん
盆
様
を
お

ショウリョウさま(天神原)

今年はカワラケがなくて、瀬戸物の皿に 

'パラ峰° (青木則子撮影)

ショウリョウサマ(萱野)

(青木則子撮影)



ろ
し
て
休
ん
で
も
ら
ぅ
。
夕
飯
後
、
そ
こ
へ
盆
迎
え
に
行
き
、
土
山
の
所
で
麦
わ
ら 

を
燃
や
し
線
香
に
火
を
つ
け
る
。
そ
の
煙
に
乗
せ
て
盆
様
を
家
へ
迎
え
入
れ
る
。
家 

の
入
口
に
水
を
桶
に
汲
ん
で
置
き
、
盆
様
が
足
を
洗
っ
て
入
れ
る
ょ
ぅ
に
す
る
。
盆 

様
は
遠
く
か
ら
来
て
、
足
が
汚
れ
て
い
る
か
ら
。
(

下
中
森)

十
三
日
の
夕
方
、
家
紋
や
姓
の
入
っ
た
新
し
い
提
灯
を
下
げ
、
お

サ

ゴ(

米)

と 

お

金
(

五
十
円
—
百
円)

を
包
ん
で
、
寺
ま
で
盆
迎
え
に
行
く
。
寺
の
盆
棚
を
拝
ん

で
提
灯
に
火
を
つ
け
て
、

ヒ
キ
茶
を
も
ら
っ
て
帰
っ
て
く
る
。
墓
へ
は
迎
え
に
行
か 

な
ぃ
。

寺
か
ら
帰
る
と
、
家
の
カ
ド
で
迎
え
火
を
た
い
て
か
ら
、
家
の
盆
棚
へ
迎
え
入
れ 

る
。
「
よ
く
ご
先
祖
様
来
て
く
れ
ま
し
た
」
と
い
い
、
盆
棚
の
灯
り
を
つ
け
て
、
お
茶 

を
膳
の
上
に
ィ
ッ
ヶ
テ
進
ぜ
る
。

寺
か
ら
帰
る
と
、
屋
敷
内
の
住
吉
様
の
石
碑
の
前
で
も
麦
わ
ら
を
燃
し
て
、
盆
を 

迎
え
る
家
も
あ
る
。

寺
か
ら
盆
迎
え
し
て
く
る
と
、
屋
敷
の
ヶ
エ
ド(

カ
ド
先)

に
土
を
盛
っ
て
上
面 

を
四
角
に
平
た
く
し
た
土
山(

ド
ー
ヤ
マ)

を
作
り
、
そ
こ
に
休
ん
で
も
ら
う
。
日 

没
後
、
土
山
の
所
に
迎
え
に
行
き
、
小
麦
わ
ら
を
立
て
て
迎
え
火
を
燃
や
す
。

こ
の 

煙
に
乗
っ
て
盆
様
が
あ
の
世
か
ら
来
る
と
い
う
。

こ
の
火
で
線
香
に
火
を
つ
け
土
山 

に
立
て
た
り
、
カ
ド
カ
ド
に
配
り
な
が
ら
家
の
盆
棚
へ
盆
様
を
迎
え
入
れ
る
。(

上
五 

箇)
盆
の
用
意
に
は
、
金
花
、
蓮
の
花
、
新
し
い
ご
ざ
を
買
っ
て
来
る
。

何
軒
か
は
十
二
日
に
迎
え
盆
を
す
る
が
、
ふ
つ
う
は
十
三
日
に
だ
ん
ご
を
つ
く
り
、
 

迎
え
盆
を
す
る
。
線
香
、
ち
ょ
う
ち
ん
を
も
ち
、
線
香
に
は
火
を
つ
け
て
家
を
出
て 

墓
へ
行
く
。
そ
の
煙
に
の
っ
て
オ
ボ
ン
サ
マ
が
来
る
。

な
す
、
お
さ
い
銭
、
米
、
い
ん
げ
ん
な
ど
を
重
箱
に
入
れ
て
お
寺
へ
持
っ
て
ゆ
き
、
 

お
盆
に
使
う
お
茶
を
も
ら
っ
て
く
る
。(

瀬
戸
井)

十
三
日
午
後
、
オ
サ
ゴ
、
ナ
ス
、
サ
サ
ゲ
、
盆
供
え
、
お
重
ね
餅
を
も
っ
て
行
く
。
 

寺
と
墓
地
が
同
じ
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
、
ボ
ン
ブ
チ
と
盆
ム
カ
エ
は
い
っ
し
よ
に
や 

る
〇新

盆
の
場
合
に
は
タ
カ
ン
ド
ゥ
ロ
ゥ
を
一
つ
よ
け
い
に
軒
高
く
つ
る
し
た
。(

萱

野)
新
盆
の
家
は
軒
下
に
新
し
い
提
灯
を
下
げ
る
。
庭
先
に
高
ん
燈
籠
を
あ
げ
る
。
釜
っ 

ぷ
た
が
開
い
て
、
仏
様
が
そ
れ
を
見
て
や
っ
て
来
る
。(

木
崎)

新
盆
の
家
で
は
八
月
一
日
に
軒
下
に
新
盆
ぢ
ょ
う
ち
ん
を
さ
げ
、
送
り
盆
に
寺
へ 

持
っ
て
行
く
。(

鍋
谷)

おるすい様

お水を供える(下中森) 

床の間の右に仏壇、仏壇の上部 

が神棚の家もある〇

(関口正己撮影)

お留守居様(赤岩)

(関口正己撮影)



新盆の提燈(下中森)(都丸十九一撮影)

新盆のちょうちん(下中森)

(関口正己撮影)

新盆ぢょうちん(鍋谷)

(中村和三郎撮影)

盆提灯(木崎)(上野 勇 撮影)

新盆の墓地飾り(中島)

カツモの仮屋をふく

(中村和三郎撮影)



新盆の墓(舞木)

(関口正己撮影)

新盆の墓地(新福寺)

略式のマコモを提灯の屋根にかける。

(関口正己撮影)

ボンヤネ 新盆の家では墓に屋根をつける 

(光恩寺、赤岩) (都丸十九一撮影)

新盆の墓地(舞木)オダテゴサで屋根を 
ふくのは略式。 (関口正己 撮影)

新盆の墓地、シバで屋根をかける。(舞木) 
(関口正己撮影)

迎え盆の土盛り カドに土を盛り、上面を四角とする。 
(上五箇) (関口正己 撮影)



新
盆
の
家
で
は
コ
ザ
の
縁
側
に
新
盆
ぢ
よ
う
ち
ん
を
さ
げ
る
。
こ
の
時
新
仏
の
墓 

に
も
新
盆
ぢ
よ
う
ち
ん
を
あ
げ
る
。
大
体
八
月
の
一
日
か
ら
七
日
頃
ま
で
に
す
る
。
 

盆
が
終
わ
る
ま
で
毎
日
あ
か
り
を
と
も
す
。(

鍋
谷)

新
盆
の
家
で
は
、
盆
月
に
は
い
る
と
、
高
灯
籠
の
か
わ
り
に
岐
阜
提
灯
を
軒
下
に 

吊
る
す
よ
う
に
な
っ
た
。
七
夕
あ
た
り
か
ら
吊
る
す
家
も
あ
る
。(

赤
岩)

盆
屋
根
旧
七
月
一
日
に
新
し
い
仏
が
お
客
に
出
か
け
て
く
る
の
で
、
そ
の
目
印 

に
タ
カ
ン
ド
ロ
ウ
と
い
う
燈
籠
を
庭
に
立
て
る
。
今
は
チ
ョ
ウ
チ
ン
を̂
:

へ
出
す
だ 

け
で
あ
る
。
墓
に
は
、
蚕
の
オ
ダ
テ
を
二
枚
つ
か
っ
て
、
竹
で
柱
を
つ
く
り
屋
根
を 

か
け
た
。
カ
ツ
モ
で
編
ん
だ
こ
と
も
あ
る
。
タ
カ
ン
ド
ロ
ウ
と
屋
根
は
十
六
日
ま
で 

お
く
。(

天
神
原)

新
盆
の
家
で
は
墓
地
の
土
を
か
け
た
ッ
カ
の
上
に
竹
を
曲
げ
て
四
角
に
立
て
、
力 

ッ
モ
ま
た
は
シ
バ
草
を
編
ん
だ
コ
モ
を
か
ぶ
せ
て
屋
根
を
作
り
、
墓
が
雨
に
か
か
ら 

な
い
よ
う
に
す
る
。
提
灯
を
下
に
吊
る
し
た
り
、
別
に
脇
に
棒
を
立
て
て
提
灯
を
立 

て
た
り
す
る
。
提
灯
の
屋
根
に
小
さ
く
編
ん
だ
コ
モ
を
の
せ
て
略
す
家
も
あ
る
。

コ 

モ
を
オ
ダ
テ
ゴ
ザ(

養
蚕
用)

で
間
に
合
わ
せ
る
家
も
あ
る
。
こ
れ
は
盆
前
に
作
っ 

て
置
く
。
舞
木
の
円
福
寺(

時
宗)

な
i''

で
現
在
も
し
て
い
る
。
ま
た
、
墓
土
の
上 

に
立
て
た
竹
の
棒
は
ノ
ベ
送
り
の
時
喪
主
の
次
の
者
が
持
っ
て
来
た
も
の
で
、
紙
を 

巻
き
麻
で
し
ば
っ
て
あ
り
、
こ
の
竹
の
上
か
ら
水
を
注
い
で
や
る
も
の
で
あ
る
。(

舞 

木)
お
盆
後
に
死
ん
だ
者
は
、
軒
に
提
灯
を
さ
げ
る
。
こ
れ
を
目
標
に
十
三
日
に
仏
様 

は
来
る
と
い
う
。
昔
は
タ
カ
ン
ド
ウ
ロ
ウ 
(

ノ
ボ
リ
ざ
お
に
ト
ウ
ロ
ウ
を
つ
け
て
、
 

綱
で
引
き
上
げ
、
ト
ウ
ガ
ィ
に
燈
明
を
つ
け
る)

を
か
か
げ
た
。

墓
に
は
竹
で
輪
を
つ
く
り
、
そ
の
上
に
屋
根(

コ
モ
あ
る
い
は
ヮ
ラ
を
一
並
べ
に 

織
っ
た
ゲ
マ
コ
モ
で
つ
く
る)

を
の
せ
て
し
ば
り
、
そ
の
中
に
提
灯
を
さ
げ
た
。

懇
意
の
者
、
親
戚
の
者
は
、
新
盆
見
舞
を
す
る
。
昔
は
干
ウ
ド
ン•

砂
糖•

ト
ウ 

ナ
ス
・
ス
ィ
カ
な
ど
を
特
っ
て
行
き
、
仏
様
に
線
香
を
あ
げ
た
。
「
お
静
か
な
お
盆
さ 

ん
で
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
挨
拶
す
る
。(

新
福
寺)

新
盆
の
家
で
は
、
七
日
に
、
新
盆
じ
よ
う
ち
ん
を
中
の
間
の
縁
側
に
さ
げ
、.
新
仏

の
墓
に
も
新
盆
じ
ょ
う
ち
ん
を
さ
げ
、

コ
シ
の
上
に
ヵ
ッ
モ
の
す
だ
れ
を
か
け
る
。
 

コ
シ
の
な
い
墓
に
は
、
ヵ
ツ
モ
の
仮
屋
を
つ
く
る
。
現
在
も
し
て
い
る
。
七
夕
の
力 

ッ
モ
馬
は
昨
年
ま
で
は
つ
く
っ
た
。(

中
島)

提
灯
を
持
っ
て
寺
に
行
き
、
先
祖
迎
え
を
す
る
。
墓
場
で
灯
を
つ
け
て
く
る
。
昔 

は

「
さ
あ
お
迎
え
に
き
ま
し
た
。
し
っ
か
り
つ
か
ま
っ
て
Z/

」
と
い
っ
て
手
を
後
に 

ま
わ
し
て
き
た
。
灯
を
盆
棚
に
移
す
。
タ
ラ
ィ
に
水
を
く
ん
で
表
に
お
く
家
も
あ
る
。
 

先
祖
が
足
を
洗
う
た
め
と
い
う
。(

萱
野)

お
寺
へ
迎
え
提
灯
と
い
っ
て
提
灯
を
持
っ
て
行
っ
て
、迎
え
に
行
く
。
墓
地
へ
行
っ 

て
、
そ
れ
か
ら
本
尊
様
の
と
こ
ろ
の
火
を
つ
け
な
お
し
、
蠟
燭
の
火
を
乗
せ
て
来
る
。

(

木
崎)

_

お
盆
迎
え
を
す
る
前
に
、
ボ
ン
ブ
チ
と
い
い
、
重
箱
に
米
ま
た
は
サ
サ
ゲ
を
入
れ 

金
を
そ
え
て
お
寺
に
持
っ
て
行
き
、

一
た
ん
家
に
帰
っ
て
か
ら
夕
方
、
夕
食
頃
家
か 

ら
ち
ょ
う
ち
ん
を
つ
け
て
寺
に
盆
様
を
迎
え
に
行
く
。

盆
ブ
チ
は
盆
の
十
三
日
、
新
盆
や
年
回
の
仏
様
の
い
る
家
で
は
、
草
履
一
足
と
米 

や
野
菜
を
重
箱
に
入
れ
て
寺
へ
行
っ
た
。
こ
の
時
少
々
金
も
包
ん
だ
。
寺
か
ら
挽
き 

茶
を
も
ら
っ
て
き
て
、
水
で
お
茶
を
入
れ
て
お
棚
に
あ
げ
る
。
こ
の
後
、
盆
様
を
迎 

え
に
行
く
。

盆
迎
え
は
十
三
日
盆
ブ
チ
の
後
に
す
る
。

門
火
は
た
か
な
い
。

ち
ょ
う
ち
ん
に 

火
を
つ
け
、
オ
ハ
ギ
と
ウ
ド
ン
と
線
香
を
持
っ
て
墓
に
行
き
、
線
香
に
火
を
つ
け
て 

迎
え
て
く
る
。
こ
の
煙
に
の
っ
て
仏
様
が
く
る
と
い
う
。
線
香
の
火
を
お
棚
に
移
す
。

(

鍋
谷)

光
恩
寺
ま
で
盆
迎
え
に
行
く
が
、
こ
れ
を
盆
ブ
チ
と
い
う
ゾ
十
三
日
の
晩
、
重
箱 

に
供
物
を
入
れ
て
寺
へ
盆
迎
え
に
行
き
、
供
物
と
お
金
を
供
え
て
、
寺
で
提
灯
に
火 

を
つ
け
て
も
ら
い
、
墓
地
に
回
っ
て
先
祖
の
霊
を
連
れ
て
道
案
内
し
な
が
ら
家
に
来 

る
。
迎
え
火
は
た
か
な
い(

赤
岩
は
ほ
と
ん
ど
迎
え
火
を
た
か
な
い)

。
火
を
盆
棚
の 

灯
り
に
移
し
、
提
灯
の
火
は
消
さ
な
い
で
軒
下
に
下
げ
て
お
く
。

お
盆
様
は
十
三
日
の
晩
十
二
時
に
、
ソ
ウ
リ
ョ
ウ
様
と
い
う
馬
に
乗
っ
て
帰
っ
て 

く
る
と
い
う
。(

赤
岩)



盆
棚
を
飾
り
、
重
箱
に
オ
サ
ゴ
を
入
れ
、
金
を
包
ん
で
、
赤
岩
の
寺
へ
ボ
ン
ブ
チ 

に
行
き
、
ひ
き
茶
を
も
ら
っ
て
く
る
。

夕
食
後
、
ち
ょ
う
ち
ん
を
つ
け
て
墓
地
ま
で
む
か
え
に
行
く
。
線
香
を
あ
げ
、
墓 

の
ま
わ
り
に
あ
る
木
の
葉(

サ
ヮ
ラ.

シ
キ
ビ
、
何
で
も
よ
い)

を
一
枚
と
っ
て
、
 

そ
れ
に
線
香
の
煙
を
あ
て
て
家
に
持
っ
て
く
る
。
盆
様
は
線
香
の
ヶ
ブ
に
の
っ
て
来 

る
と
い
う
の
で
、
火
が
消
え
な
い
う
ち
に
帰
る
。(

天
神
原)

十
三
日
、
寺
に
行
き
、
本
堂
の
火
を
提
灯
に
も
ら
っ
て
墓
に
行
き
、

一
廻
り
廻
っ 

て
家
に
向
い
、
玄

関
(

ト
ボ
グ
チ
で
な
く
庭
に
面
し
た
廊
下)

か
ら
入
り
、
座
敷
に 

つ
く
ら
れ
た
盆
棚
の
燈
明
を
つ
け
る
。
提
灯
は
表
に
さ
げ
、
蠟
燭
は
消
す
。(

新
福
寺) 

十
三
日
は
盆
ブ
チ
で
、
盆
迎
え
の
前
に
オ
サ
ゴ
を
持
っ
て
お
寺
に
行
き
、
寺
か
ら 

挽
き
茶
を
も
ら
っ
て
き
て
、
水
で
お
茶
を
入
れ
て
盆
棚
の
仏
様
に
供
え
る
。

十
三
日
に
薬
師
堂
の
共
同
墓
地
へ
盆
迎
え
に
行
く
。
ボ
タ
モ
チ
四
個
を
先
祖
様
に 

供
え
、線
香
に
火
を
つ
け
て
迎
え
て
く
る
。
先
祖
様
は
こ
の
線
香
の
煙
に
の
っ
て
や
っ 

て
く
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
門
火
は
た
か
な
い
。(

中
島)

本
家
参
り
十
三
日
の
夕
方
盆
迎
え
を
し
て
く
る
と
、
そ
の
晩
、
分
家
の
者
は
お
ハ 

ギ
を
持
っ
て
本
家
の
盆
様
を
お
参
り
に
行
く
。
そ
の
た
め
、
本
家
に
は
お
ハ
ギ
が
集 

ま
る
。
翌
日
改
め
て
親
戚
の
者
は
盆
参
り
と
し
て
盆
様
へ
線
香
あ
げ
に
行
く
の
で
、
 

分
家
か
ら
は
二
日
続
い
て
本
家
へ
行
く
こ
と
に
な
る
。(

上
五
箇)

盆
参
り 

盆
の
う
ち
親
戚
や
近
所
の
懇
意
の
家
か
ら
、
仏
様
に
線
香
を
あ
げ
に
来 

て
く
れ
る
。
ふ
つ
う
十
二
、
三
軒
の
者
が
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
、
百
円
く
ら
い
包 

ん
で
く
る
。
遠
く
か
ら
来
て
く
れ
る
人
に
は
お
昼
を
出
す
。
盆
と
春
秋
の
彼
岸
に
も 

行
き
来
す
る
。

正
月
の
ご
年
始
は
略
さ
れ
て
ほ
と
ん
ど
し
な
く
な
っ
た
が
、
盆
参
り
は
み
ん
な
盛 

ん
に
や
っ
て
い
る
。(

上
五
箇)

盆
に
行
く
人
は
、
ほ
し
う
ど
ん
、
さ
と
う
、
果
物
、
金
な
ど
を
贈
る
。(

瀬
戸
井) 

盆
の
来
客
は
仏
の
縁
故
、
親
戚
と
か
特
別
の
関
係
の
あ
っ
た
人
。
盆
の
場
合
に
は
、
 

金
品
を
も
ら
っ
て
も
お
返
し
は
し
な
か
っ
た
。
金
品
と
は
い
っ
て
も
ゥ
ド
ン
が
普
通 

で
あ
っ
た
。(

萱
野)

盆
の
仏
ま
い
り
に
、
親
戚
は
干
し
ウ
ド
ン
五
把
、
隣
近
所
は
干
し
ウ
ド
ン
三
、
四 

把
持
っ
て
行
く
。
こ
れ
は
特
に
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
な
か
に
は
線 

香
や
ロ
ー
ソ
ク
、
砂
糖
な
ど
を
持
っ
て
行
く
人
も
あ
る
。

盆
の
厶
ま
い
り
の
挨
拶
は
、
大
概
き
ま
っ
て
、
「
お
静
か
な
お
盆
で
お
め
で
と
う
ご 

ざ
い
ま
す
」
と
い
う
。(

鍋
谷)

新 

盆 

ア
ラ
盆
の
家
で
は
八
月
一
日
か
ら
提
燈
を
軒
先
に
つ
る
す
。
昔
は
タ
ヵ 

ン
ド
ウ
ロ
ウ
を
あ
げ
た
。(

下
中
森)

新
盆
の
家
で
は
二
十
尺
も
の
高
い
竿
を
立
て
、
そ
の
先
に
灯
籠
を
吊
し
た
。
大
工 

に
頼
ん
で
雨
の
む
ら
な
い
よ
う
に
屋
根
を
付
け
た
灯
籠
を
作
り
、
中
に
油
壺
を
入
れ 

布
ぞ
ト
ウ
ス
ミ(

灯
心)

を
入
れ
て
灯
り
を
と
も
し
、
竿
の
先
に
セ
ミ(

滑
車)

を 

つ
け
て
綱
で
引
き
上
げ
た
。
七
夕
ご
ろ
作
り
、
盆
が
終
る
ま
で
毎
晩
の
灯
り
を
つ
け 

て
置
く
の
で
、
村
の
人
に
新
盆
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
っ
た
。
五
十
年
も
前
ま
で 

の
こ
と
で
、
今
は
高
灯
籠
の
か
わ
り
に
き
れ
い
な
新
盆
提
灯
を
下
げ
て
置
く
。(

上
五 

箇)
新
盆
見
舞 

新
盆
の
家
へ
は
十
四
、
五
日
の
う
ち
に
線
香
た
て
に
行
く
。

人
か
ぎ
り
、
家
か
ぎ
り
の
つ
き
合
い
で
行
く
が
、
昔
は
干
う
ど
ん
を
五
わ
か
ら
十 

i

も
持
っ
て
行
っ
た
。
今
は
お
金
が
ふ
つ
う
。
新
盆
の
家
に
行
く
と
「
お
静
か
の
お 

盆
で
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
お
線
香
を
た
て
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。
」
な
ど
と
挨
拶 

す
る
。
ふ
つ
う
の
盆
で
は
、
そ
ん
な
挨
拶
は
い
わ
な
い
。
盆
棚
に
線
香
を
た
て
て
、
 

あ
と
ご
馳
走
に
な
る
。
別
に
墓
参
り
は
し
な
い
。(

上
五
箇)

新
盆
の
家
は
八
月
一
日
に
ち
ょ
う
ち
ん
を
下
げ
て
お
く
。
盆
だ
な
な
ど
は
ふ
つ
う 

の
も
の
で
、
関
係
の
あ
る
人
は
行
っ
て
線
香
を
上
げ
て
く
る
。
新
盆
の
あ
る
家
の
人 

は
、
よ
そ
の
家
へ
は
出
か
け
な
い
。(

瀬
戸
井)

タ
ナ
マ
ィ
リ
に
新
盆
の
家
に
行
く
。
も
っ
て
ゆ
く
も
の
は
干
し
う
ど
ん
が
多
く
、
 

禺
数
で
も
っ
て
行
く
。
新
盆
の
家
で
は
ほ
お
ず
き
ち
ょ
う
ち
ん
を
あ
げ
る
〇(

萱
野) 

新
盆
の
家
で
は
、
仏
ま
い
り
は
し
な
い
。
き
て
も
ら
う
だ
け
。(

鍋
谷)

新
盆
の
家
で
は
七
月
一
日
か
ら
白
い
提
灯
を
軒
先
に
つ
る
す
。
ま
た
、
盆
中
、
外 

出
は
し
な
い
。(

舞
木)



新
盆
に
は
、
う
ど
ん•

砂
糖.

ス
ィ
ヵ•

金
等
を
持
っ
て
近
所
の
人
が
た
な
ま
い 

り
を
す
る
。
「
お
静
か
な
お
盆
で
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
」
と
い
う
様
な
こ
と
を 

言
う
。(
舞
木)

タ
ナ
マ
ィ
リ
は
十
四
日
で
、
ア
ラ
盆
の
家
に
、
と
う
な
す
、
砂
糖
を
も
っ
て
親
戚 

が
お
参
り
に
ゆ
く
。

新
盆
に
は
盆
の
十
四•

十
五
日
に
セ
ガ
キ
を
す
る
。(

天
神
原)

普
通
の
場
合
は
「
お
静
か
な
お
盆
で
、
お
め
で
と
う
ご
ざ.
い
ま
す
」
と
い
う
。
「新 

年
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
っ
て
、
笑
わ
れ
た
も
の
が
あ
る
。(

福
島)

仏
の
野
回
り 

十
五
日
の
朝
、
朝
食
の
後
、
仏
様
に
茶
を
あ
げ
て
、
線
香
を
持
ち
、
 

火
を
つ
け
て
野
回
り
を
す
る
。
線
香
を
も
っ
て
歩
く
の
は
、
先
祖
様
と
見
て
歩
く
意 

味
を
も
っ
て
い
る
。
早
い
も
の
が
で
き
て
い
れ
ば
持
っ
て
き
て
、
盆
棚
に
あ
げ
て
お

く
。
さ
つ
ま
を
掘
っ
て
く
る
と
か
、
小
豆
を
あ
げ
た
。
〃
で
き
た
よ
。"

と
い
っ
て
あ 

げ
る
。
(

萱
野)

八
月
十
五
日
の
朝
、
そ
の
家
の
主
人
公
が
自
分
の
耕
地
を
皆
廻
る
。
さ
つ
ま
が
で 

き
て
い
れ
ば
さ
つ
ま
、
大
豆
な
ら
大
豆
、
稲
の
穂
が
出
て
い
れ
ば
稲
の
穂
を
取
っ
て 

来
て
、
野
廻
り
を
し
て
来
た
し
る
し
に
、
お
盆
様
に
あ
げ
る
。
固
い
人
は
、
線
香
を 

持
っ
て
歩
く
。
送
り
盆
の
時
に
、
そ
れ
を
土
産
に
持
っ
て
行
く
。(

木
崎)

野
回
り
は
十
五
日
の
朝
食
の
後
、施
主
が
線
香
に
火
を
つ
け
て
、家
の
田
畑
を
回
っ 

て
く
る
。
今
年
の
作
柄
を
先
祖
様
に
見
て
も
ら
う
の
だ
と
い
う
。

十
五
日
は
野
マ
ヮ
リ
で
、
家
の
主
人
が
、
線
香
に
火
を
つ
け
て
、
自
分
の
家
の
田
、
 

畑
を
線
香
が
終
わ
ら
な
い
中
に
一
ま
わ
り
し
て
く
る
。
こ
れ
を
「野
マ
ヮ
リ
」
と
い 

い
、
先
祖
様
に
、
田
、
畑
の
作
柄
を
見
て
も
ら
う
た
め
だ
と
さ
れ
て
い
る
。(

鍋
谷) 

茶
と
食
事
を
あ
げ
て
か
ら
、
過
去
帳
を
ふ
ろ
し
き
に
包
ん
で
背
中
に
し
ょ
っ
て
歩 

い
て
ま
わ
る
。(

萱
野)

盆
の
十
五
日
の
朝
、
線
香
一
束
に
火
を
つ
け
て
そ
の
煙
に
お
盆
様
を
の
せ
て
、
家 

の
田
の
中
を1

回
り
回
っ
て
く
る
。
早
く
出
た
稲
の
穂
や
ニ
ン
ジ
ン•

ィ
モ
な
ど
珍 

し
い
物
を
取
っ
て
き
て
、
盆
棚
に
供
え
る
。
今
で
も
や
っ
て
い
る
。

盆
の
十
五
日
の
午
前
、
あ
ま
り
暑
く
な
ら
な
い
う
ち
に
、
線
香
に
火
を
つ
け
て
う

ち
の
回
り
を
ひ
と
ま
わ
り
ま
わ
る
。
仏
さ
ま
は
け
む 

り
に
の
っ
て
、

一
緒
に
い
く
と
い
う
。
田
に
珍
し
い 

も

の(

た
と
え
ば
、
早
く
出
た
穂
と
か
、
い
い
穂) 

が
あ
れ
ば
そ
れ
を
と
っ
て
き
て
、
盆
だ
な
に
か
ざ
る
。
 

野
マ
ワ
リ
に
は
、
う
ち
の
も
の
の
だ
れ
が
い
っ
て
も 

ょ
い
。
こ
れ
を
「
お
盆
さ
ま
の
野
マ
ワ
リ
」
と
い
う
。
 

赤
岩)

十
五
日
の
朝
早
く
、
盆
様
を
つ
れ
て
、
自
分
の
家 

の
田
畑
を
ま
わ
る
。
線
香
と
木
の
葉(

シ
キ
ミ
や
サ 

ワ
ラ)

を
持
っ
て
、
作
物
の
出
来
具
合
を
み
せ
て
歩 

き
、
稲
の
穂•

さ
つ
ま
い
も•

と
う
き
び•

豆
等
を

ノマワリ15日朝、野らを回る(赤岩)

(関口正己撮影)

シキミ,線香をもち,野回りに出る

(天神原) (青木則子撮影)



と
っ
て
き
て
、
十
六
日
に
帰
る
と
き
の
み
や
げ
に
す
る
。
新
し
い
土
地
を
か
っ
た
と 

き
は
必
ず
み
せ
る
。(

天
神
原)

盆
の
十
五
日
の
朝
、
火
を
つ
け
た
線
香
を
持
っ
て
田
や
畑
を
ま
わ
り
、
仏
さ
ま
に 

田
や
畑
を
ま
わ
り
、
仏
さ
ま
に
田
や
畑
を
見
せ
る
こ
と
に
す
る
。
稲
、
豆
、
さ
と
い 

も
な
ど
の
供
物
を
と
っ
て
来
て
仏
さ
ま
に
お
供
え
す
る
。(

新
福
寺)

盆
の
十
五
日
の
朝
、
野
回
り
と
い
っ
て
、
主
人
が
線
香
を
と
も
し
て
、
家
の
田
畑 

を
回
り
、
作
物
を
一
種
類
ず
つ
取
っ
て
き
て
盆
棚
に
供
え
た
。
先
祖
様
に
今
年
の
作 

柄
を
見
て
も
ら
う
の
だ
と
い
う
。(

中
島)

送
り
盆 

十
六
日
の
夕
方
三
時
ご
ろ
、
盆
様
を
送
り
出
す
。
キ
ュ
ウ
リ
に
オ
ガ
ラ 

の
足
を
付
け
た
馬
を
作
っ
て
屋
敷
の
カ
ド
に
出
す
。
カ
ド
で
小
麦
わ
ら
を
燃
や
す
と
、
 

そ
の
煙
に
の
っ
て
盆
様
が
帰
る
。
あ
と
で
墓
場
へ
線
香
を
持
っ
て
お
参
り
に
行
く
。
 

提
灯
は
つ
け
て
い
か
な
い
。

盆
棚
に
供
え
た
全
部
の
物
を
カ
ド
に
出
し
、
土
山
の
上
で
麦
わ
ら
を
燃
す
。
線
香 

に
火
を
つ
け
て
置
く
。
ま
た
、
ナ
ス•

キ
ュ
ウ
リ
の
馬
を
作
っ
て
置
き
、
う
ど
ん
二 

本
を
掛
け
て
腹
帯
に
し
て
や
る
。
う
ど
ん
は
み
や
げ
物
を
付
け
る
荷
繩
の
わ
け
だ
と 

も
い
う
。
土
山
の
上
に
盆
の
竹
な
ど
を
置
い
た
り
、
供
え
物
の
カ
ヮ
ラ
ヶ(

土
器) 

も
そ
ば
に
置
く
。
も
と
は
子
ど
も
が
土
器
を
集
め
て
遊
ん
だ
り
し
た
。(

上
五
箇) 

迎
え
火
等
は
た
か
ず
、
線
香
を
つ
け
て
迎
え
て
く
る
ぐ
ら
い
だ
が
、
送
る
と
き
は 

小
麦
わ
ら
を
燃
す
。
寺
へ
行
く
が
、
カ
ド
送
り
程
度
の
家
も
あ
る
。(

下
中
森)

送
り
盆
の
時
は
、
い
っ
た
ん
カ
ド
へ
送
り
出
し
て
か
ら
お
墓
参
り
を
す
る
。
重
箱 

に
だ
ん
ご
を
入
れ
て
行
き
、
墓
に
供
え
た
り
食
べ
た
り
す
る
。

カ
ド
ロ
へ
家
族
数
だ
け
の
茶
椀
を
出
し
て
、
や
か
ん
で
水
を
注
い
で
供
え
る
と
、
 

は
や
り
病
に
か
か
ら
な
い
と
い
う
の
で
、
も
と
は
て
い
ね
い
に
し
た
。(

上
五
箇) 

盆
様
を
送
り
出
す
の
は
十
六
日
の
二
時
頃
、
お
棚
の
竹
や
供
え
物
、
ダ
ン
ゴ
、
線 

香
、
水
、
お
花
な
ど
持
っ
て
行
く
。(

鍋
谷)

十
五
日
の
夜
、
近
く
の
道
の
は
た
に
小
麦
わ
ら
を
燃
し
て
送
る
。
ナ
ス
、
キ
ュ
ウ 

リ
で
馬
を
一
対
ず
つ
つ
く
り
、
オ
ガ
ラ
の
箸
を
足
に
し
て
、
う
ど
ん
を
首
に
か
け
て 

た
ず
な
に
す
る
。
そ
の
火
に
あ
た
る
と
、
ヒ
ビ
、
ア
カ
ギ
レ
が
き
れ
な
い
。(

萱
野)

十
六
日
、
麦
ワ
ラ
で
サ
イ
ト
ウ•
(

松
明
の
こ
と)

を
作
る
。
盆
ダ
ナ
の
ゴ
ザ
と
繩 

で
麦
ワ
ラ̂

結
わ
え
て
作
り
、
そ
れ
に
火
を
つ
け
て
、
そ
の
雲
に
の
っ
て
仏
様
が
か 

え
る
。
ナ
ス
、
キ
ュ
ウ
リ
に
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
尻
を
つ
け
て
馬
を
つ
く
り
自
分
の
モ 

ヨ
リ
の
場
所(

そ
の
家
に
よ
り
昔
か
ら
き
ま
っ
て
い
る)

で
、
サ
イ
ト
ウ
で
燃
や
し 

て
し
ま
う
。(

菅
一
野)

十
六
日
が
送
り
盆
で
、
午
後
お
寺
に
仏
様
を
送
っ
て
行
く
。
帰
り
に
十
王
様
の
掛 

図
を
見
て
来
る
。
こ
の
掛
図
は
十
二
枚
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
十
人
の
王
様
が
い
る
。
 

子
ど
も
の
火
遊
び
、
う
そ
、
盗
み
な
ど
を
し
な
い
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
と
教
え
る
場
所 

で
あ
っ
た
。(

鍋
谷)

盆
棚
に
供
え
た
物
を
全
部
持
っ
て
、
夕
方
寺
の
道
ば
た
へ
送
り
出
す
。
道
端
で
火 

を
燃
し
て
焼
く
家
も
あ
る
。
こ
の
時
ナ
ス
の
馬
に
オ
ガ
ラ
の
足
を
付
け
た
も
の
を
持 

っ
て
行
く
。
お
墓
へ
ダ
ン
ゴ
を
上
げ
て
く
る
。

盆
に
供
え
た
物
な
ど
を
わ
ら
で
燃
や
す
と
、
そ
の
煙
に
乗
っ
て
お
盆
様
は
帰
る
。
 

こ
の
時
、
ナ
ス
の
馬
に
乗
っ
て
行
く
。(

赤
岩)

送
り
盆
は
十
六
日
で
、
昼
に
団
子
を
供
え
、
生
の
ウ
ド
ン
を
二
本
、
シ
ョ
イ
繩
と 

し
て
供
え
て
か
ら
送
る
。
盆
棚
に
供
え
た
も
の
、
野
ま
わ
り
で
と
っ
て
き
た
も
の
全 

部
と
、
線
香
を
と
う
き
び
の
葉
に
つ 

つ
み
、
ム
ヵq

盆
の
と
き
に
も
っ
て
き
た
木
の 

葉
を
も
っ
て
墓
地
ま
で
送
る
。
墓
で
線
香
を
た
き
枝
を
さ
し
て
く
る
。

シ
ョ
ウ
リ
ョ
ウ
様
は
寺
の
入
口
の
左
側
の
無
縁
仏
を
ま
と
め
た
と
こ
ろ
に
送
る
。
 

団
子
な
ど
を
供
え
た
ヵ
ワ
ラ
ケ
ご
と
お
い
て
く
る
。(

天
神
原)

盆
う
ち
の
供
物
や
盆
棚
の
竹
な
ど
持
っ
て
行
っ
て
、
薬
師
堂I

共
同
墓
地
の
入
口 

に
ま
と
め
て
お
き
、
墓
に
は
精
霊
花
と
線
香
を
あ
げ
て
く
る
。(

中
島)

盆
の
食
習 

盆
の
ぼ
た
餅
は
黄
な
粉
を
つ
け
た
オ
ハ
ギ
を
作
る
。(

上
五
箇)

盆
は
、
朝
ぼ
た
も
ち
、
昼
う
ど
ん
、
夜
は
米
の
め
し
、
と
う
な
す
汁
と
き
ま
っ
て 

い
た
。(

瀬
戸
井)

盆
の
食
事
と
し
て
は
朝
は
ボ
タ
モ
チ
、
昼
間
が
ウ
ド
ン
、
夜
は
米
の
飯
、
ト
ウ
ナ 

ス
汁
。(

八
木
節
の
文
句
に
な
っ
て
い
る
。)(

萱
野)

「盆
は
ぼ
た
餅
、
昼
間
は
う
ど
ん
、
夜
は
米
の
飯
ト
ウ
ナ
ス
汁
よ
」
と
盆
踊
り
歌



に
あ
る
よ
う
に
、
朝
ぼ
た
餅
、
昼
う
ど
ん
、
夜
ご
は
ん
と
決
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら 

の
食
べ
物
を
、
仏
用
の
土
器
に
柿
の
葉
を
敷
い
て
盛
っ
て
盆
棚
に
供
え
る
。
土
器
は 

小
泉
の
か
ま
ど
で
焼
い
た
も
の
で
、
小
泉
焼
き
は
今
年
で
止
め
に
な
る
と
い
う
。(

赤 

岩)
十
三
日 

夕
食
に
う
ど
ん
を
あ
げ
、
お
夜
食
と
し
て
お
餅(

お
重
ね)

を
あ
げ
る
。
 

十
四
日 

十
三
日
の
餅
の
残
り
を
あ
べ
か
わ
に
し
て
食
べ
る
。

十
五
日 

朝.
は
キ
ナ
コ
の
お
は
ぎ
、
昼
は
う
ど
ん
、
夜
は
米
の
飯
、
ト
ウ
ナ
ス
汁
。
 

盆
に
ヵ
ボ
チ
ャ
は
つ
き
も
の
で
、
ト
ウ
ナ
ス
汁
と
い 

っ
て
も
キ
リ
コ
ブ
と
い
っ
し
ょ 

に
煮
た
煮
つ
け
で
あ
る
。(

萱
野)

ボ
ン
は
ボ
タ
モ
チ
、
昼
は
う
ど
ん
、
夜
は
米
の
飯
、
と
う
な
す
の
オ
ッ
ヶ
、
と
、
 

三
日
間
こ
れ
だ
け
あ
げ
れ
ば
良
い
。
水
は
朝
晩
と
り
か
え
る
。(

天
神
原)

盆
の
食
物
を
唄
っ
た
盆
唄
が
あ
る
。
実
に
哀
調
を
お
び
た
節
で
あ
る
。

「盆
は
ボ
タ
モ
チ
、
昼
間
は
ウ
ド
ン
、
夜
は
米
の
飯
、
ト
ウ
ナ
ス
汁
よ
。
」(

中
島) 

施
餓
鬼 

十
五
日
に
長
生
寺
で
施
餓
鬼
を
や
る
。
新
盆
や
年
忌
に
当
た
っ
た
家
で 

は
寺
か
ら
通
知
が
あ
っ
て
、
お
布
施
と
し
て
塔
婆
代
千
円
、読
経
代
七
百
円
な
ど
を
持 

っ
て
出
か
け
お
焼
香
を
す
る
。
坊
さ
ん
が
塔
婆
を
書
い
て
く
れ
る
の
を
、
も
ら
っ
て 

く
る
。
そ
の
時
に
寺
の
棚
に
飾
っ
た
色
紙
の
大
旗•

小
旗
を
も
ら
っ
て
く
る
。
赤
岩 

で
は
十
八
日
に
川
施
餓
鬼
を
す
る
〇(

上
五
箇)

十
五
日
に
寺
で
行
な
い
、
年
回
の
と
き
は
、
年
回
に
あ
た
る
人
の
名
を
記
し
た
卜 

ウ
バ
を
、
そ
れ
以
外
の
と
き
は
先
祖
代
々
と
書
い
た
ト
ウ
バ
を
立
て
る
。
新
盆
の
時 

は
親
戚
、
近
所
を
呼
ん
で
盛
大
に
や
る
。(

萱
野)

十
四
日
の
午
前
中
寺
に
行
き
、
施
餓
鬼
を
し
て
も
ら
う
。
ト
ウ
バ
と
メ
シ
バ
タ(

才 

ミ
タ
マ
サ
マ
の
旗)

を
い
た
だ
い
て
来
る
。
ト
ウ
バ
ば
大
人
千
円
か
子
ど
も
七
百
円 

(

昭
和
四
六
年)

で
あ
る
。

メ
シ
バ
タ
は
野
菜
畑
に
さ
し
て
お
く
と
虫
が
つ
か
な
い 

と
さ
れ
て
い
る
。

盆
の
十
四
日
の
朝
、
寺
施
餓
鬼
を
す
る
。
寺
世
話
人(

三
人)

は
前
も
っ
て
隼
備 

を
手
伝
う
。
十
三
日
の
盆
ブ
チ
の
米
で
五
合
位
ご
飯
を
た
き
、
サ
ン
俵
に
盛
り
、
 

お
櫃
に
の
せ
て
盆
棚
に
供
え
る
。
ご
飯
に
は
竹
に
色
紙
を
つ
け
て
メ
シ
バ
タ
を
立
て

る
。
こ
の
数
は
塔
婆
の
数
と
同
じ
。
塔
婆
料
を
包
ん
で
塔
婆
と
メ
シ
バ
タ
を
も
ら
っ 

て
く
る
。
メ
シ
バ
タ
は
虫
除
け
に
な
る
と
い
っ
て
大
根
畑
に
立
て
る
。
塔
婆
は
送
り 

盆
に
墓
に
立
て
る
。(

鍋
谷)

メ
シ
バ
タ
は
送
り
盆
の
施
餓
鬼
の
時
に
、
坊
さ
ん
が
毎
戸
に
く
れ
る
。
真
丸
の
握 

り
飯
に
さ
す
〇
そ
れ
を
と
っ
て
お
い
て
、
大
根
を
蒔
い
た
ら
、
大
根
畑
に
さ
す
。
虫 

が
つ
か
な
い
。(

木
崎)

盆
の
十
四
の
朝
、
寺
で
施
餓
鬼
が
あ
り
、
新
盆
や
年
回
の
あ
る
家
で
は
、
寺
へ
行
っ 

て
塔
婆
を
書
い
て
も
ら
ぅ
。
塔
婆
料
と
し
て
、
大
人
一
、
〇
〇
〇
円
、
子
供
七
〇
〇 

円
位
包
む
。
木
の
塔
婆
で
お
盆
様
に
上
げ
て
お
き
、
迎
え
盆
に
持
っ
て
行
っ
て
墓
に 

立
て
る
。
寺
で
は
塔
婆
一
本
に
色
紙
の
幡
一
本
を
く
れ
る
が
、
こ
れ
は
虫
除
け
に
な 

る
と
い
っ
て
大
根
畑
に
た
て
て
お
く
。(

中
島)

盆
踊
り 

昔
は
寺
の
庭
で
盆
踊
り
を
し
た
。
神
社
の
の
ぼ
り
竿
を
結
ん
で
や
ぐ
ら 

を
組
み
、
蚕
籠
を
使
っ
て
二
階
を
作
り
、
提
灯
を
七
重
に
も
重
ね
て
飾
っ
た
。(

上
五 

箇)
盆
踊
り
に
は
ヤ
グ
ラ
を
ま
ず
作
る
。
神
社
の
ノ
ボ
リ
ザ
オ
を
使
ぅ
。
寺
の
庭
に
一

施餓鬼(宝生寺、瀬戸井)

(関口正己撮影)

施餓鬼より帰る(瀬戸井)

(関口正己撮影)



晩
で
作
っ
て
し
ま
っ
た
。
若
い
衆
が
人
の
家
の
物
や
道
具
を
だ
ま
っ
て
も
っ
て
い
っ 

た
り
し
て
作
っ
て
し
ま
っ
た
。
仕
事
師
な
ど
を
お
こ
し
て
手
伝
っ
て
も
ら
っ
た
。
ヤ 

グ
ラ
の
回
り
に
は
提
灯
を
た
く
さ
ん
つ
け
た
。
火
で
提
灯
が
燃
え
な
い
ょ
う
に
注
意 

を
し
た
。

昔
は
い
た
ず
ら
を
す
る
人
が
あ
っ
た
の
で
、
餅
搗
き
臼
を
お
い
て
、
ヤ
グ
ラ
を
こ 

わ
さ
れ
な
い
ょ
う
に
し
た
。
踊
り
場
は
地
面
で
な
く
、
餅
搗
き
臼
の
上
に
作
ら
れ
た
。
 

そ
こ
で
、
菅
笠
に
花
を
つ
け
て
、
花
笠
踊
り
な
ど
を
や
っ
た
。
音
頭
は
、
ヤ
グ
ラ
の 

上
で
す
る
。(
萱
野)

鍋
谷
は
十
六
日
、
木
崎
は
十
三
日
、
赤
岩
は
川
施
餓
鬼
の
十
八
日
。
鍋
谷
で
は
お 

寺
の
庭
に
三
階
の
ヤ
グ
ラ
が
た
っ
た
。
「鍋
谷
の
笠
踊
り
」
は
有
名
だ
っ
た
。
ほ
か
の 

部
落
か
ら
も
若
衆
が
踊
り
に
き
た
が
、
大
概
十
二
時
頃
に
は
終
え
た
。(

鍋
谷)

十
王
様 

盆
の
十
六
日
は
堂
山
の
ジ
オ
ゥ(

十
王)

様
を
祭
っ
た
。
小
さ
い
木
像 

が
あ
り
、
子
供
が
鐘
を
が
ん
が
ん
た
た
い
て
に
ぎ
わ
し
た
ガ
、
今
は
光
恩
寺
の
本
堂 

に
あ
る
。
「
ジ
オ
ゥ
ノ
ツ
ラ
ヨ
ゴ
シ
」
と
い
っ
て
、
五
目
飯
を
作
っ
て
供
え
る
。

盆
と
正
月
の
十
六
日
に
、
十
王
様
を
祭
り
、
五
目
飯
を
た
い
て
食
べ
る
と
無
病
息 

災
に
な
り
、
か
ぜ
を
ひ
か
な
い
。(

赤
岩)

盆
が
ら 

八
月
十
七
日
を
盆
の
明
け
た
日
と
し
て
ボ
ン
ガ
ラ
と
い
い
、
盆
の
疲
れ 

を
と
る
た
め
に
一
日
休
む
。(

瀬
戸
井)

十
八
日
に
キ
ナ
粉
ぼ
た
も
ち
を
作
っ
て
食
べ
た
り
供
え
た
り
す
る
。
又
こ
の
日
赤 

岩
の
川
施
餓
鬼
に
行
く
。
そ
こ
で
は
燈
ろ
う
流
し
や
盆
お
ど
り
が
あ
っ
た
。(

鍋
谷) 

川

施

餓

鬼
(

十
八
日)

豆
腐
屋
の
ヵ
ブ
ト
屋
の
職
人
が
川
で
死
ん
だ
の
で
、
光
恩
寺
の
和
尚
さ
ん
と
ヵ
ブ 

卜
屋
の
主
人
そ
の
他
が
申
し
合
せ
て
始
め
た
の
が
最
初
で
あ
っ
た
。
元
来
八
月
十
六 

日
は
堂
山
の
十
王
様
の
祭
り
、
十
七
日
も
祭
り
が
あ
っ
て
、
十
八
日
が
川
施
餓
鬼
で 

ぁ
っ
た
。(

赤
岩)

オ
タ
キ
ア
ゲ(

二
十
一
日)

盆
の
八
月
二
十
一
日
に
鎮
守(

八
幡
様
、
浅
間
様)

様
で
オ
タ
キ
ア
ゲ
を
す
る
。
 

神
社
総
代
六
人
、
カ
マ
番
七
人
は
当
日
神
社
の
清
掃
、
祭
り
の
準
備
を
す
る
〇
カ
マ 

番
の
任
期
は
三
年
で
四
月
交
代
、
前
ク
ル
ワ
、
中
ク
ル
ワ
、
後
ク
ル
ワ
か
ら
各
二
人
、
 

富
士
原
は
一
人
で
計
七
人
。
サ
シ
番
は
一
人
、
春
、
夏
、
秋
の
ま
つ
り
ご
と
に
か
わ 

る
。
サ
シ
番
は
祭
り
が
近
づ
く
と
、
毎
戸
か
ら
金
や
酒
、
揚
物
な
ど
も
ら
っ
て
、
力 

マ
番
に
と
ど
け
る
。
当
日
の
飲
食
い
に
す
る
。
二
十
一
日
の
夕
方
、
神
社
の
清
掃
の 

と
き
準
備
し
た
神
社
の
木
の
枝
や
、
毎
戸
か
ら
持
ち
寄
っ
た
麦
ワ
ラ
を
積
み
重
ね
て
、
 

オ
カ
ザ
リ
を
た
く
。
こ
の
時
、
先
達
や
ワ
キ
先
達
な
ど
が
「
お
伝
え
」
を
あ
げ
る
。
 

(

中
島)

九 

月

二

百

十

日
(

一
日)

厄 

日 

二
百
十
日
は
厄
日
、
荒
れ
日
で
、
ま
ん
じ
ゅ
ぅ
を
作
り
神
に
供
え
た 

り
食
べ
た
り
し
た
。(

上
五
箇)

ま
ん
じ
ゅ
ぅ
を
つ
く
る
。
こ
の
日
が
無
事
に
す
ぎ
れ
ば
作
物
が
ょ
く
と
れ
る
。(

瀬

戸
井)小

麦
マ
ン
ジ
ュ
ゥ
を
作
っ
て
、
家
ま
つ
り
だ
け
す
る
。(

鍋
谷)

早
稲
の
出
穂
日
。
荒
日
。

オ
ク
の
も
の
で
も
穂
が
出
る
。(

天
神
原)

風 

祭
半
日
休
む
だ
け
。
何
も
し
な
い
。(

萱
野)

一
戸
一
人
集
ま
っ
て
天
神
様
に
御
神
酒
を
あ
げ
る
。
神
主
か
ら
幣
束
を
も
ら
っ
て 

村
境
を
ふ
っ
て
歩
く
。
戦
前
ま
で
や
っ
た
。
個
人
の
家
で
は
改
め
て
祭
は
し
な
い
。
 

(

天
神
原)



ハ
ッ
サ
ク 

(

旧
八
月
一
日)

ハ
ッ
サ
ク
ノ
節
供
嫁
聳
が
シ
ョ
ウ
ガ
を
持
っ
て
実
家
へ
節
供
に
行
く
の
で
、
 

シ
ョ
ウ
ガ
の
節
供
と
も
い
う
。
実
家
か
ら
は
「実
が
入
る
よ
う
に
」
と
、
箕
を
買
っ 

て
寄
こ
し
た
り
、
斗
析
な
ど
を
寄
こ
し
た
。
嫁
に
来
て
二
、
三
年
ま
で
行
く
。(

上
五 

箇)
箕
に
若
い
シ
ョ
ウ
ガ
を
入
れ
て
、
嫁
が
里
帰
り
す
る
。
身
ご
も
っ
て'

性
の
良
い 

子
が
で
き
る
よ
う
に
い
う
意
味
で
あ
る
。

八

朔(

旧)

は
嫁
が
実
家
に
帰
る
日
。
実
家
か
ら
箕
を
も
ら
っ
て
く
る
。
箕
の
中 

に
一
升
マ
ス
を
入
れ
て
も
ら
っ
て
く
る
。
「
ィ
ッ
シ
ョ
ウ
ミ
ヨ
ウ
マ
ス
。
」
と
い
う
。
 

「
一
生(

升)

実
(

箕)

を
増
す
。
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

ま
た
一
年
目
に
は
箕
を
、
二
年
目
に
三(

実)

マ
ス(

一
升
マ
ス
、
五
合
マ
ス
、
 

一
 

合
マ
ス)

を
も
ら
っ
て
く
る
の
も
あ
る
。(

萱
野}

嫁
婿
が
実
家
へ
行
く
。
き
ま
っ
た
も
の
を
持
っ
て
行
か
な
い
。
嫁
の
実
家
で
は
、
 

早
く
身
持
ち
に
な
る
よ
う
に
と
い
っ
て"

箕
を
持
た
せ
る
。(

木
崎)

嫁
は3

月3

日• 
5

月5

日• 
7

月7

日• 
8

月1

日
に
里®

り
を
す
る
。
八
頌 

に
は
シ
ョ
ー
ガ
を
実
家
に
持
っ
て
い
く
。
「
シ
ョ
ー
ガ
ネ
ニ
嫁
だ
か
ら
」
と
い
う
意
味 

だ
と
い
う
。
実
家
か
ら
は
箕
を
持
た
せ
て
や
る
。
「
シ
ョ
ー
ガ
ネ
エ
嫁
で
も
ミ
な
お
し 

て
く
れ
」
と
い
う
意
味
た
と
い
う
。(

舞
木)

八
朔
の
節
供
は
シ
ョ
ウ
ガ
の
節
供
と
い
わ
れ
、
嫁
は
葉
つ
き
の
シ
ョ
ウ
ガ
を
も
っ 

て
お
客
に
行
く
。'

仲
人
と
実
家
で
は
「
み
」
を
買
っ
て
返
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

一
説
に
は
婚
家
で
「
し
ょ
う
が
な
い
嫁
ご
だ
」
と
い
う
の
で
シ
ョ
ウ
ガ
を
つ
け
て 

お
客
に
や
る
の
だ
と
い
う
が
、
仲
人
や
実
家
で
は
、
「
そ
ん
な
は
ず
は
な
い
、
見
直
す 

よ
う
に
」
お
願
い
す
る
と
い
う
の
で
「
み
」
を
つ
け
て
返
す
の
だ
と
い
う
。
別
の
説 

で
は
、
「早
く
み
ご
も
る
」
よ
う
に
と
い
う
願
い
が
あ
る
と
い
う
。

仲
人
や
実
家
が
買
う
「
み
」
は
コ
ナ
ミ
が
よ
く
、
め
の
あ
ら
い
オ
ニ
ミ
で
は
、
嫁 

が
鬼
に
な
る
と
い
う
の
で
き
ら
わ
れ
る
。(

新
福
寺)

八
朔
の
節
供
は
旧
八
月
一
日
、
嫁
ご
は
箕
を
持
っ
て
実
家
へ
お
客
に
行
く
。
嫁
に

き
て
二
、
三
年
は
続
け
る
。(

中
島)

十

五

夜
(

旧
八
月
十
五
日)

月
祭
り
で
丸
い
食
物
を
つ
く
る
。
ま
ん
じ
ゅ
う
、
牡
丹
餅
、
か
き
な
ど
の
果
物
。
 

子
ど
も
た
ち
は
こ
れ
を
下
げ
て
歩
い
た
。
十
五
夜
に
雨
が
降
る
と
大
麦
が
不
作
、
十 

三
夜
に
降
る
と
小
麦
が
不
作
、
十
日
夜
に
降
る
と
米
が
不
作
な
ど
と
い
っ
た
。(

下
中 

森)
ス
ス
キ
の
穂
を
飾
り
、
丸

い

物(

ま
ん
じ
ゅ
う
や
ぼ
た
餅)

を
作
っ
て
皿
に
五
個 

盛
っ
て
供
え
る
。
柿
•

栗
.

ナ
シ
な
ど
の
果
物
を
箕
の
中
に
入
れ
て
廊
下
へ
出
し
て 

置
く
。
月
見
の
晩
な
の
で
、
近
所
の
子
ど
も
が
供
え
物
を
下
げ
て
回
っ
た
。
子
ど
も 

に
は
興
味
が
あ
っ
た
。(

上
五
箇)
(

赤
岩)

十
五
夜
は
旧
暦
八
月
十
五
日
、
五
本
の
す
す
き
を
と
っ
て
き
て
、
み
の
中
へ
作
物 

や
柿
や
梨
な
ど
の
く
だ
も
の
を
か
ざ
る
。
子
ど
も
た
ち
は
集
団
で
ひ
ろ
っ
て
歩
い
た
。
 

何
か
音
が
し
た
な
と
思
う
と
供
え
も
の
が
な
く
な
っ
て
い
た
。(

瀬
戸
井)

十
五
夜
に
は
丸
い
も
の(

マ
ン
ジ
ュ
ゥ
な
ど)

を
箕
の
中
に
入
れ
て
そ
な
え
る
。
 

子
供
た
ち
が
そ
れ
を
さ
げ
に
ゆ
く
。
柿
や
栗
も
さ
げ
に
い
く
。
竹
の
先
に
ク
ギ
を
つ 

け
て
、
そ
れ
で
さ
し
て
さ
げ
た
り
も
し
た
。(

萱
野)

十
五
夜
に
薄
を
十
五
本
と
、
時
の
も
の
に
団
子
を
供
え
る
。
お
供
え
も
の
を
子
ど 

も
が
オ
ン
ヵ
デ(

お
お
っ
ぴ
ら
に)

さ
げ
る
。
さ
げ
た
方
が
い
い
。
こ
の
日
ナ
ッ
ト
ー 

マ
ツ
リ
と
い
い
、
多
い
家
で
は
、
二
斗
も
三
斗
も
作
っ
た
。(

木
崎)

箕
の
中
に
ス
ス
キ
十
五
本
、
栗
、
梨
、
柿
、
ぼ
た
餅
、
お
月
見
ダ
ン
ゴ
を
入
れ
、
 

斗
桝
を
台
に
し
て
、
庭
に
飾
っ
た
。
子
供
衆
が
棒
を
持
っ
て
ボ
タ
餅
を
つ
い
て
取
っ 

て
歩
い
た
。
ぼ
た
餅
は
つ
つ
か
れ
た
方
が
ょ
い
と
い
う
。(

鍋
谷)

ス
ス
キ
五
本
、
ぼ
た
も
ち
か
ま
ん
じ
ゅ
う
五
個
、
ィ
モ
、
ヵ
キ
、
ク
リ
を
箕
に
入 

れ
て
、
縁
側
に
だ
す
。
ろ
う
そ
く
で
燈
明
を
あ
げ
る
。

子
供
達
が
、
棒
に
釘
を
つ
け
て
供
え
物
を
ひ
っ
か
け
て
、
ト
ゥ
ド
リ(

盗
取
り) 

し
て
歩
い
た
が
、
今
は
誰
も
と
ら
な
く
な
っ
た
。(

天
神
原)



オ

ク

ン

チ
(

九
の
日)

ハ
ッ
ク
ン
チ(

旧
九
月
九
日)

ナ
カ
ノ
ク
ン
チ(

旧
九
月
十
九
日)

、
シ
マ
ィ
ノ
ク 

ン
チ(

旧
九
月
二
十
九
日)

、
ナ
カ
ノ
ク
ン
チ
、
新
暦
十
月
十
八
日
、
十
九
日
は
白
山 

神
社
の
秋
ま
つ
り
で
あ
る
。

オ
ク
ン
チ(

旧)

は
シ
メ
ヱ
グ
ン
チ(

二
十
九
日)

が
多
い
。

コ
ー
ビ
マ
チ(

屋 

敷
稲
荷
祭)

を
す
る
家
も
多
か
っ
た(

家
に
ょ
っ
て
違
ぅ)

。
屋
敷
稲
荷
を
ま
つ
る 

に
は
、
藁
で
オ
カ
リ
ヤ
を
作
っ
た
。
村
内
で
稲
荷
祭
に
呼
ん
だ
り
、
呼
ば
れ
た
り
し 

た
。(

萱
野)

オ
ク
ン
チ
に
九
日
茄
子
を
食
べ
る
と
中
気
に
な
ら
ぬ
。(

木
崎)

9

日
が
初
グ
ン
チ
、
19

日
が
中
グ
ン
チ
、
29

日
が
し
ま
い
グ
ン
チ
と
言
い
、
長
良 

神
社
の
祭
り
で
あ
る
。
舞
木
は
中
グ
ン
チ
に
す
る
。
稲
荷
様
の
堤
防
際
で
角
力
大
会 

を
す
る
。
ま
た
こ
の
日
に
仮
宮
を
ヮ
ラ
で
作
っ
て
屋
敷
稲
荷
を
ま
つ
る
。(

舞
木) 

こ
こ
で
は
オ
ク
ン
チ
を
し
な
い
。(

上
五
箇)

彼 

岸

春
も
秋
も
同
じ
で
、
ボ
タ
モ
チ
を
作
っ
て
、
お
墓
参
り
を
す
る
。(

萱
野) 

中
日 

ぼ
た
も
ち
を
つ
く
る
。
ネ
ギ.
の
種
を
ま
く
。(

天
神
原) 

ハ
シ
リ
ク
チ 

彼
岸
の
ア
ヶ
の
日
。
団
子
を
つ
く
っ
て
墓
ま
い
り
を
す
る
。(

天
神 

原)
社 

日

秋
の
社
日
参
り
は
し
な
い
。(

鍋
谷)

小
泉
の
社
日
様
に
、
農
道
具
や
種
の
市
が
立
つ
。(

天
神
原)

十 

月

十

三

夜
(

旧
九
月
十
三
日)

ス
ス
キ
の
穂
を
立
て
て
、
十
五
夜
と
同
じ
に
祭
る
。
供
え
物
の
数
が
三
個
ま
た
は 

十
三
個̂

つ
に
な
る
。(

上
五
箇)

十
五
夜
と
同
じ
よ
う
に
し
て
ま
つ
る
。(

萱
野)

ス
ス
キ
十
三
本
、
ぼ
た
餅
、
ゥ
ド
ン
、
栗
柿
な
ど
を
縁
側
へ
飾
り
、
灯
明
を
あ
げ 

た
〇 
(

鍋§

片
見
月
は
よ
く
な
い
と
い
う
の
で
、
十
五
夜
に
よ
そ
に
泊
る
と
、
十
三
夜
に
も
よ 

そ
に
泊
ま
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
。(

赤
岩)

コ
ビ
マ
チ 

(

十
月
二
十
九
日)

末
の
ク
ン
チ
に
、

コ
ビ
マ
チ
ま
た
は
オ
ビ
マ
チ
と
い
っ
て
、

コ
ビ
社
を
祭
る
。
ク 

ル
ヮ
に
あ
る
小
さ
い
八
坂
様
な
ど
の
社
の
祭
り
を
す
る
。(

上
中
森)

オ
ヒ
マ
チ
は
、
麦
ま
き
の
こ
ろ
ク
ル
ヮ
の
祭
り
を
し
て
、
赤
飯
を
近
所
に
配
っ
た
。
 

C

赤
岩)神

送

り
(

旧
十
月
一
日)

お
神
の
お
立
ち
旧
十
月
一
日
は
神
様
が
出
雲
へ
お
立
ち
に
な
る
日
な
の
で
、
朝 

早
く
起
き
て
鎮
守
へ
参
詣
に
行
っ
た
。
オ
サ
ゴ
を
持
っ
て
行
っ
て
、
い
い
所
へ
縁
づ 

け
て
も
ら
う
よ
う
に
お
願
い
し
た
。(

上
五
箇)

十
月
は
神
無
月
だ
が
、
神
さ
ま
は
十
月
の
初
申
の
日
に
行
く
の
で
こ
の
日
に
お
参 

り
に
行
く
。(

瀬
戸
井)

神
送
り
に
は
い
い
縁
組
み
を
し
て
く
れ
る
よ
う
に
、
お
た
ち
だ
か
ら
早
く
お
参
り 

に
行
く
。(

木
崎)

神
様
が
出
雲
の
国
へ
縁
結
び
に
行
く
日
。
結
婚
前
の
男
女
は
、
朝
暗
い
う
ち
に
神



社
へ
行
っ
て
、
良
い
嫁
、
良
い
聳
を
迎
え
ら
れ
る
ょ
う
に
祈
願
す
る
。
神
様
が
い
な 

い
の
で
十
月
を
神
無
月
と
い
う
。(

天
神
原)

十

一

月

七

五

三
(

十
五
日)

七
才•

五
才.

三
才
の
子
が
そ
ろ
う
と
七
五
三
の
お
祝
い
を
し
た
。
新
し
い
着
物 

を
作
っ
て
着
せ
て
鎮
守
参
り
を
す
る
。
昔
ょ
り
今
の
方
が
さ
か
ん
に
な
っ
た
。
ま
た 

オ
ビ
ト
キ
と
い
っ
て
、
七
才
の
子
ど
も
が
い
る
と
き
お
祝
い
す
る
。
男
女
と
も
祝
う 

が
、
女
の
子
は
お
嫁
に
行
く
時
の
支
度
を
す
る
。(

上
五
箇)

新
し
い
祝
い
着
を
こ
し
ら
え
て
お
宮
参
り
を
し
、
赤
飯
を
た
い
て
仲
人
や
親
せ
き 

の
人
を
招
い
た
。(

瀬
戸
井)

十

日

夜
(

旧
十
月
十
日)

供
え
物 

十
日
夜
に
は
餅
。
十
こ
の
餅
を
箕
に
載
せ
て
、
そ
れ
を
一
斗
ま
す
の
上 

に
上
げ
て
月
に
供
え
る
。(

下
中
森)

十
日
夜
に
は
塩
あ
ん
の
大
福
餅
を
作
っ
て
、
十
個
を
重
箱
に
入
れ
て
床
の
間
へ
供 

え
た
。
月
見
の
行
事
だ
が
、
庭
に
は
供
え
な
か
っ
た
。
大
根
は
供
え
な
い
し
、
ヮ
ラ 

を
供
え
物
に
敷
く
こ
と
も
し
な
い
。

十
日
夜
に
は
、
も
と
は
塩
あ
ん
と
砂
糖
を
入
れ
た
あ
ん
を
入
れ
た
二
色
の
あ
ん
ぴ 

ん
も
ち
を
つ
く
っ
た
。
え
ん
が
わ
に 

新
わ
ら
を
す
ぐ
っ
て
し
き
、
そ
の
上
に
箕
を 

の
せ
て
そ
こ
へ
、
も
ち
を
十
コ(

最
近
は
あ
ま
い
あ
ん
を
入
れ
た
あ
ん
ぴ
ん)

あ

げ
 

る
。
お
供
え
す
る
の
は
も
ち
だ
け
で
あ
る
。
十
日
に
も
ち
を
つ
く
の
は
、
秋
の
仕
事 

で
つ
か
れ
て
い
る
の
で
、も
ち
を
食
べ
て
威
勢
を
つ
け
る
た
め
だ
と
い
う
。(

上
五
箇) 

新
米
で
も
ち
を
つ
く
と
、
も
ち
を
十
か
さ
ね
お
月
さ
ま
に
あ
げ
る
。
神
だ
な
に
も 

供
え
る
。
も
ち
は
ご
ち
そ
う
だ
っ
た
。
わ
ら
で
っ
ぽ
う
を
つ
く
っ
た
。(

瀬
戸
井)

庭
に
も
み
を
積
み
あ
げ
て
、
餅
を
十
個
、
箕
に
入
れ
て
あ
げ
る
。
餅
は
大
一
個
小

九
個
作
り
、.
大
き
い
餅
を
囲
む
よ
う
に
小
餅
を
並
べ
る
。(
萱
野)

十
日
夜
が
近
づ
く
と
大
根
が
抜
け
出
て
き
た
と
い
う
。
餅
を
つ
く
。
箕
の
中
に
イ 

モ
、
サ
ト
イ
モ
、
ナ
シ
を
入
れ
て
縁
側
に
供
え
て
、
灯
明
を
あ
げ
る
。(

鍋
谷)

餅
を
十
個
お
膳
に
並
べ
て
、
縁
側
に
出
し
て
供
え
る
。
お
供
え
餅
も
作
つ
て
、
二 

重
ね
餅
に
し
て
、
二
十
日
の
ヱ
ビ
ス
講
に
も
ヱ
ビ
ス
様
へ
供
え
る
。(

赤
岩) 

庭
に
稲
束
を
出
し
、
そ
の
上
に
餅
を
一
重
ね
供
え
る
。
十
重
ね
供
え
る
家
も
あ
る
。
 

十
日
夜
の
餅
を
の
ど
に
ひ
つ
か
け
て
死
ん
だ
と
い
う
話
か
ら
、
十
日
夜
の
餅
は
あ 

わ
て
ず
に
食
べ
ろ
と
い
う
。(

天
神
原)

旧
十
月
十
日
に
も
ち
を
つ
き
、
お
そ
な
え
を
十
個
膳
に
入
れ
、
稲
束
に
供
え
る
。

(

新
福
寺)

稲
束
を
す
す
き
の
代
り
に
縁
側
に
近
い
庭
に
か
ざ
り
、
灯
明
を
上
げ
て
も
ち
を
供 

え
る
。
う
る
う
年
に
は
床
の
間
に
十
三
こ
の
も
ち
を
上
げ
る
家
も
あ
る
が
、
ふ
つ
う 

は
十
こ
で
、
あ
ん
こ
を
入
れ
な
い
お
そ
な
え
の
よ
う
な
も
ち
で
あ
る
。

新
し
い
仏
さ
ん
の
あ
る
家
で
は
、
十
三
仏
さ
ま
と
い
う
の
で
十
三
こ
の
も
ち
と
、
小 

さ
い
あ
ん
な
し
の
も
ち
四
十
九
こ
を
わ
ら
の
つ
と
つ
こ
に
入
れ
、
お
寺
に
も
つ
て 

行
つ
て
供
養
し
て
も
ら
う
。
ま
た
、
馬
が
ほ
ね
を
お
つ
て
苦
労
し
た
か
ら
ご
く
ろ
う 

さ
ん
と
い
う
の
で
、
馬
に
も
も
ち
を
く
れ
た
が
、
も
ろ
こ
し
も
ち
ゃ
、
あ
わ
も
ち
を 

馬
に
く
れ
た
こ
と
が
多
か
つ
た
。(

新
福
寺)

ワ
ラ
デ
ッ
ポ
ウ 

十
日
に
ワ
ラ
デ
ッ
ポ
ウ
で
地
面
を
た
た
く
〇
「大
根
の
年
と
り
」 

で
、
大
根
が
の
び
な
い
よ
う
に
と
い
う
の
で
た
た
く
。

「
ト
ー
カ
ン
ヤ 

ト
ー
カ
ン
ヤ 

ト
ー
カ
ン
ヤ
の
ワ
ラ
デ
ッ
ポ
ウ
ー 

ウ
シ(

忍) 

の
テ
ッ
ポ
ー
に
負
け
ん
な
」
と
唱
え
る
。(

上
中
森)

ワ
ラ
束
の
中
に
イ
モ
ガ
ラ
を
入
れ
て
繩
で
卷
き
、
ワ
ラ
デ
ッ
ポ
ウ
を
作
る
。
子
ど 

も
同
志
で
家
の
庭
や
道
路
を
た
た
い
て
回
つ
た
が
、
別
に
何
も
も
ら
わ
な
か
つ
た
。
 

モ
グ
ラ
が
土
を
持
ち
あ
げ
な
い
よ
う
に
た
た
い
た
。

わ
ら
に
イ
モ
が
ら
を
入
れ
て
た
ば
ね
、
ワ
ラ
デ
ッ
ポ
ウ
を
作
つ
た
。
こ
れ
で
地
面 

を
た
た
き
な
が
ら
、
「十
日
夜
ワ
ラ
デ
ッ
ポ
ウ
、
オ
シ
ノ
鉄
砲
ニ
ャ
負
ケ
ル
ナ
」
と
唱 

え
た
。



こ
の
日
、
わ
ら
で
わ
ら
で
っ
ぽ
う
を
つ
く
り(

こ
の
中
に
い
も
が
ら
を
入
れ
る
と 

な
り
が
い
い
と
い
う)

、
こ
れ
で
子
ど
も
が
庭
先
を
た\

い
て
あ
る
い
た
。
大
根
ば
た 

け
の
近
く
で
た
た
く
と
、
大
根
が
ぬ
け
で
る
と
い
っ
た
。(

上
五
箇)

「十
日
夜
、
十
日
夜
、
十
日
夜
ノ
ワ
ラ
鉄
砲
忍
ノ
鉄
砲-

1

負
ナ
ル
ナ
。
」
と
言
っ
て
、
 

イ
モ
ガ
ラ
を
入
れ
た
わ
ら
つ
ち
を
た
た
く
。

大
根
畑
で
わ
ら
鉄
砲
を
う
つ
と
、
大
根
が
ぬ
け
出
す
。

藁
鉄
砲
を
作
る
。
イ
モ
ガ
ラ(

里
芋
の
茎)

を
中
に
入
れ
る
と
音
が
よ
い
。

〃
十
日
夜
は
ワ
ラ
デ
ッ
ポ
ウ
、
ウ
シ(

忍
藩)

の
鉄
砲
に
ま
け
る
な"

と
唱
え
な
が 

ら
地
面
を
叩
く
。

十
日
夜
に
は
餅
を
作
る
が
、
い
い
餅
が
つ
け
る
と
、
肌
の
い
い
娘
が
で
き
る(

生 

れ
る)

と
い
っ
た
。(

萱
野)

芋
が
ら
を
し
ん
に
し
て
藁
鉄
砲
を
作
り
、
「
ト
ー
カ
ン
ヤ
、
ト
ー
カ
ン
ヤ
、
ト
ー
カ 

ン
ヤ
ノ
ワ
ラ
、テ
ッ
ポ
ー
、
オ
シ
ノ
テ
ッ
ポ
ー
ニ 

マ
ケ
ン
ナ
」
と
い9

て
叩
く Q

叩
く 

と
大
根
が
脱
け
出
す
。
叩
く
時
は
気
の
合
っ
た
者
同
志
で
左
右
に
分
れ
、
交
互
に
叩 

く
。
昔
、
忍
の
行
田
藩
と
館
林
藩
と
あ
っ
て
、
行
田
藩
の
方
が
石
高
が
上
に
な
っ
た 

の
で
、
負
け
ち
ゃ
残
念
だ
と
い
う
の
で
、
「
オ
シ
ノ
テ
ッ
ポ
ー
ニ
マ
ケ
ン
ナ
」
と
い
っ 

た
。(

木
崎)

子
供
た
ち
は
ワ
ラ
の
中
に
イ
モ
が
ら
を
入
れ
て
繩
で
し
ば
っ
た
ワ
ラ
鉄
砲
を
作
っ 

て
、
「十
日
夜
、
十
日
夜
、

忍
(

牛)

ノ
鉄
砲
二
負
ケ
ル
ナ
」
と
唱
え
な
が
ら
、
庭 

や
道
な
ど
た
た
い
て
回
っ
た
。(

鍋
谷)

十
日
夜
の
晩
に
は
、
子
ど
も
の
こ
ろ
わ
ら
で
っ
ぽ
う
を
つ
く
っ
て
も
ら
っ
て
、
庭 

先
を
た
た
い
て
、
あ
そ
ん
で
あ
る
い
た
。

ク
ル
ワ
の
子
供
が
道
ば
た
に
集
ま
っ
て
威
勢
よ
く
ワ
ラ
デ
ッ
ポ
ウ
を
た
た
き
な
が 

ら

「十
日
夜
ワ
ラ
デ
ッ
ポ
ウ
、
忍
ノ
鉄
砲
二
負
け
ル
ナ
」
と
唱
え
た
。

大
根
畑
で
た
た
く
と
大
根
が
よ
く
の
び
る
と
い
う
。(

赤
岩)

「
ト
ー
カ
ン
ヤ
、
ワ
ラ
デ
ッ
ポ
ー 

オ
シ
ノ
テ
ッ
ポ
ー
ニ
負
ケ
ン
ナ
」(

舞
木)

ト
オ
カ
ン
ヤ
を
つ
く
り
、
子
供
た
ち
が
、

「
ト
オ
カ
ン
ヤ
、
ト
ウ
カ
ン
ヤ
、
忍
ノ
鉄
砲
二
負
ケ
ル
ナ
」

と
言
っ
て
街
道
で
つ
く
。
ト
オ
カ
ン
ヤ
に
イ
モ
ガ
ラ
を
入
れ
る
と
良
い
音
が
す
る
。
 

ト
オ
カ
ン
ヤ
を
つ
く
と
、
そ
の
音
で
大
根
が
伸
び
あ
が
る
と
言
い
。
大
根
畑
で
つ
け 

と
す
す
め
た
。(

天
神
原)

子
ど
も
は
、
わ
ら
の
中
に
イ
モ
ガ
ラ
を
入
れ
て
つ
く
っ
た
も
の
で
ド
ベ
タ(

地
面) 

を
叩
き
な
が
ら
庭
か
ら
道
ま
で
ゆ
く
。
「十
日
夜
、
ワ
ラ
デ
ッ
ポ
ウ
、
ウ
シ
の
テ
ッ
ポ 

ウ
ニ
負
ケ
ル
ナ
」
と
う
た
う
。(

新
福
寺)

ェ

ビ

ス

講
(

旧
十
月
二
十
日
、
ま
た
は
十
一
月
二
十
日)

供
え
物 

ヱ
ビ
ス
講
ま
で
に
新
米
の
俵
を
積
ん
で
お
く
。

十
日
に
餅
を
つ
い
て
お
い
て
、
二
十
日
に
供
え
る
。

エ
ビ
ス
講
の
掛
字
を
下
げ
て 

ェ
ビ
ス
様
の
お
宮
を
か
ざ
り
、
そ
れ
に
御
飯
、
ケ
ン
チ
ン
、
サ
ン
マ
の
お
膳
を
机
に 

供
え
、
「千
両
で
買
い
や
す
」
と
か
言
っ
て
そ
れ
を
下
げ
て
く
る
。

神
様
は
出
雲
へ
行
き
、
留
守
番
は
ヱ
ビ
ス
、
庚
申
、
オ
カ
マ
様
が
す
る
。(

上
中
森) 

旧
十
月
二
十
日
。
け
ん
ち
ん
汁
、
さ
ん
ま
。
一
升
ま
す
に
お
金
を
入
れ
て
供
え
る
。
 

ま
た
、
供
え
た
御
飯
を
買
っ
て
食
べ
る
と
力
が
で
る
と
て
、
家
族
一
人
一
人
が
お
金 

を
供
え
て
、
そ
の
御
飯
を
食
べ
る
。(

下
中
森)

旧
の
十
月
二
十
日
で
、
え
び
す
さ
ま
を
神
だ
な
か
ら
お
ろ
し
て
テ
ー
ブ
ル
に
か
ざ 

り
、
十
日
夜
の
お
そ
な
え
を
と
っ
て
お
い
て
こ
こ
に
供
え
る
。
サ
ン
マ
や
イ
ワ
シ
の 

お
か
し
ら
つ
き
と
ケ
ン
チ
ン
汁
に
め
し
で
、
供
え
た
も
の
は
「
一
万
両
で
買
い
ま
す 

か
ら
」
と
い
っ
て
下
げ
て
き
て
食
べ
る
。

一
万
両
で
な
く
「
ト
チ
マ
ン
両
」
と
も
い 

う
。
な
る
べ
く
若
い
者
に
食
べ
さ
せ
る
こ
と
に
し
て
い
る
。(

瀬
戸
井)

ェ
ビ
ス
講
は
旧
十
月
二
十
日
に
や
る
。

ヱ
ビ
ス
様
は
普
段
は
東
に
向
け
て
は
い
け 

な
い
。
東
を
向
け
る
と
金
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う
。
た
だ
し
、
祭
の
時
だ
け,
は
東 

を
向
け
る
。

こ
の
附
近
で
は
、
正
月
は
商
人
の
ヱ
ビ
ス
講
、
十
月
は
農
家
の
ヱ
ビ
ス
講
と
い
っ 

て
盛
ん
に
や
っ
た
。

オ
イ
ベ
ス
様
の
日
に
、
ダ
ル
マ
の
目
を
入
れ
る
。(

萱
野)

オ
エ
ベ
ス
様
を
神
棚
か
ら
お
ろ
し
て
祭
る
。
尾
頭
の
つ
い
た
魚(

イ
ワ
シ
、
サ
ン



マ)

と
、
飯
を
山
盛
り
に
し
て
供
え
る
。
山
盛
り
に
す
る
こ
と
を
、
「
エ
ベ
ス
様
の
よ 

う
だ
」
と
も
、

エ
ベ
ス
盛
り
と
も
い
う
。
鯉
を
あ
げ
る
わ
け
だ
が
、
鮒
を
あ
げ
る
。
 

(

木
崎)

恵
比
須•

大
黒
は
十
月
の
留
守
番
な
の
で
、
祭
が
十
月
に
あ
る
。
朝
、
お
供
え
、
 

赤
飯
、
尾
頭
付
魚(

主
に
サ
ン
マ)

カ
キ
等
を
あ
げ
る
。
「
ト
リ
ア
ゲ
で
た
っ
ぷ
り
だ
」 

と
い
っ
て
、
飯
を
盛
り
上
げ
て
供
え
る
。
夜
は
、
お
金
を
あ
げ
て
、
「
こ
の
次
の
祭
ま 

で
に
倍
に
し
て
下
さ
い
」
と
拝
み
、
供
え
物
を
、
あ
き
ん
ど
か
ら
買
う
よ
う
に
、
「売
っ 

て
く
れ
」
と
言
っ
て
現
金
を
出
し
て
買
っ
て
食
べ
る
。(

天
神
原)

カ
キ
餅 

コ
ネ
鉢(

ベ
ニ
バ
チ
と
も
い
い
、
瀬
戸
物
で
な
く
磁
器)

で
麦
コ
ガ
シ 

を
こ
ね
、
そ
の
中
に
渋
柿
の
う
ん
だ
も
の(

よ
く
熟
成
し
た
も
の)

を
入
れ
て
、
力 

キ
餅
を
作
っ
た
。
う
ん
だ
渋
柿
を
入
れ
る
と
甘
味
が
つ
き
粘
り
も
出
た
と
い
う
。(

赤 

岩
、
川
上
宗
八
氏)

こ
の
日
エ
ビ
ス
様
に
て
麦
コ
ガ
シ
を
こ
ね
柿
餅
と
い
う
も
の
を
作
り
て
食
う
〇 (

永

楽
村
郷
土
誌)

代
参
講 

十
九
日
に
大
泉
町
西
宮
神
社
へ
一
人̂

つ
代
参
に
行
き
、
熊

手
(

縁
起 

物)

を
受
け
て
き
て
講
員
に
配
る
。(

上
五
箇)

オ

カ

マ

様
(

旧
十
月
二
十
六
日
、
ま
た
は
三
十
一
日)

オ
カ
マ
ノ
ダ
ン
ゴ 

田
仕
事
が
終
了
し
た
時
に
新
米
で
カ
マ
ド
の
神
様
に
だ
ん
ご 

を
供
え
る
。(

上
中
森)

秋
の
取
り
入
れ
や
脱
穀
が
す
み
、
干
し
物
が
終
っ
た
旧
十
月
晦
日
の
ニ
ヮ
ア
ガ
リ

に
、
オ
カ
マ
ノ
ダ
ン
ゴ
を
作
っ
て
オ
カ
マ
様
に
供
え
た
。
小
さ
い
ダ
ン
ゴ
を
う
で
て
、

あ
ん
こ
の
中
に
入
れ
て
か
ん
ま
わ
し
た
物
だ
が
、
略
し
て
オ
ハ
ギ
を
作
っ
た
り
、
最 

近
は
餅
を
作
る
よ
う
に
な
っ
た
。

オ
カ
-T

ノ
ダ
ン
ゴ
が
で
き
る
と
、
縁
づ
い
て
い
る
嫁
や
聱
を
実
家
に
呼
ん
で
ご
ち 

そ
う
し
た
。
ま
た
、
近
所
の
家
と
も
や
り
取
り
し
た
。

旧
十
月
は
神
様
が
出
雲
の
国
へ
出
か
け
る
が
、

ヱ
ビ
ス
様
と
オ
カ
マ
様
は
留
守
居 

を
し
て
い
る
の
で
、
二
十
日
に
エ
ビ
ス
講
、
晦
日
に
オ
カ
マ
様
を
祭
る
が
、
ふ
つ
う 

は
コ
ミ(

い
っ
し
ょ)

で
祭
っ
て
い
る
。

オ
カ
マ
様
は
オ
ロ
シ
の
お
勝
手
の
方
に
棚
を
作
っ
て
祭
っ
て
あ
り
、
正
月
に
御
幣 

を
あ
げ
る
が
、
龙
と
は
祭
ら
な
い(

上
五
箇)

十
一
月
二
十
六
日
、
米
の
粉
の
ダ
ン
ゴ
を
作
っ
て
食
べ
た
。
カ
マ
ド
の
と
こ
ろ
に 

オ
カ
マ
サ
マ
が
あ
り
、
そ
こ
に
ダ
ン
ゴ
を
供
え
た
。(

萱
野)

秋
の
新
米
が
で
き
た
旧
十
月
二
十
六
日
に
、
新
米
を
粉
に
し
て
ダ
ン
ゴ
を
作
り
、
 

親
が
嫁
に
行
っ
た
子
供
を
迎
え
に
行
っ
て
呼
ん
で
連
れ
て
来
て
食
べ
さ
せ
る
。
親
は 

子
が
か
わ
い
い
の
で
、
わ
ざ
わ
ざ
呼
び
に
行
く
か
ら
、
縁
先
き
で
は
ど
う
し
て
も
嫁 

を
お
客
に
出
し
て
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

オ
カ
マ
様
は
子
ど
も
が
た
く
さ
ん
い
る
の
で
、
出
雲
国
へ
連
れ
て
い
け
な
い
か
ら
、
 

留
守
居
を
し
て
い
る
と
い
い
、
二
十
六
日
に
仕
事
が
終
っ
て
嫁
を
呼
ん
で
休
ま
せ
る
。
 

(

赤
岩)

嫁
い
だ
娘
を
呼
ん
で
、
だ
ん
ご
を
つ
く
っ
て
ご
ち
そ
う
す
る
。
だ
ん
ご
を
あ
ん
こ 

で
く
る
ん
だ
も
の
を
カ
マ
ド
に
あ
げ
る
。
こ
の
団
子
を
食
べ
る
と
、
嫁
に
行
っ
て
子 

供
を
沢
山
生
む
と
い
う
の
で
、
「
オ
カ
マ
の
団
子
は
数
ば
か
り
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ 

る
〇嫁

に
行
っ
て
し
ま
う
と
、
な
か
な
か
実
家
に
帰
れ
な
い
の
で
、
呼
び
に
ゆ
く
。
今 

で
も
や
る
が
、
日
は
決
ま
っ
て
い
な
い
。(

天
神
原)

十
月
二
十
六
日
に
、
嫁
い
だ
娘
や
家
か
ら
出
て
い
る
者
全
部
を
よ
ん
で
、
あ
ん
こ
を 

つ
け
た
だ
ん
ご
を
つ
く
っ
て
ご
ち
そ
う
す
る
。
こ
の
日
に
は
嫁
は
大
手
を
ふ
っ
て
お 

客
に
来
ら
れ
る
日
で
、
娘
た
ち
も
楽
し
み
に
し
て
い
た
。(

新
福
寺)

恵比須、大黒様 

の掛軸(天神原) 

(青木則子撮影)



五
十
五
の
ダ
ン
ゴ

親
が
五
十
五
才
に
な
る
と
、
子
供
は
ダ
ン
ゴ
を
こ
さ
え
て
親
を
呼
ん
で
ご
ち
そ
う 

ず
る
。

一
合
の
粉
で
五
十
五
個
の
丸
い
ダ
ン
ゴ
を
作
り
、
し
ょ
う
ゆ
を
つ
け
て
食
べ 

る
も
の
で
、
菓
子
屋
で
も
小
さ
い
ダ
ン
ゴ
を
作
っ
て
売
っ
て
い
る
。
埼
玉
の
方
か
ら 

戦
後
に
伝
わ
っ
た
風
習
ら
し
く
、
昔
よ
り
今
の
方
が
さ
か
ん
に
や
る
。
秋
の
収
穫
後 

に
や
る
こ
と
で
、
日
の
き
ま
り
は
な
い
。
最
近
、
亥
年
に
親
に
紫
の
布
団
を
贈
れ
ば
、
 

親
が
死
ぬ
時
に
お
尻
の
世
話
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
宣
伝
さ
れ
て
い
る
が
、
こ 

れ
は
布
団
屋
の
商
売
上
手
に
よ
る
も
の
ら
し
い
。(

赤
岩)

収

納

祝

い

ヵ
マ
ガ
リ 

稲
刈
り
が
終
わ
る
と
鎌
を
洗
っ
て
箕
の
上
に
置
き
、
お
燈
明
を
あ
げ 

て
、
ボ
タ
モ
チ
や
餅
を
つ
い
て
供
え
た
。

家
族
は
ご
馳
走
を
た
べ
る
が
、
「油
ヶ
ン
チ
ン
、
田
ゴ
メ
の
飯
だ
。
」
な
ど
と
い
う
。
 

オ
ヵ
ボ
で
は
な
く
、
う
ま
い
飯
を
た
べ
た
。(

菅
一
野)

稲
刈
り
が
す
む
と
、
刈
り
と
り
に
使
っ
た
鎌
は
全
部
き
れ
い
に
そ
う
じ
し
て
大
神 

宮
さ
ん
に
上
げ
、
米
の
飯
を
た
い
て
お
祝
い
を
し
た
。(

新
福
寺)

ニ

ア(

ヮ)

ガ
リ
モ
ミ
ス
リ
が
終
る
と
ニ
ヮ
ガ
リ
を
す
る
。
ム
シ
ロ
を
す
い
て 

モ
ミ
を
ほ
し
、
や
が
て
ム
シ
ロ
を
は
た
い
て
き
れ
い
に
す
る
。
そ
し
て
餅
を
つ
い
て 

親
戚
に
配
っ
た
。(

菅
野)

ニ
ァ
ガ
リ
と
は
庭
あ
が
り
で
、
庭
仕
事
が
全
部
す
ん
だ
時
、
あ
ん
の
餅
を
作
り
、
 

近
く
の
親
戚
に
も
配
る
。(

木
崎)

米
の
収
穫
後
、
百
姓
手
伝
い
に
来
て
く
れ
た
人
を
集
め
て
、
餅
や
ら
酒
を
御
馳
走 

す
る
。(

舞
木)

十
一
月
、
庭
仕
事
が
全
部
終
っ
た
時
に
や
る
。(

福
島)

秋
の
し
つ
け
、
と
り
こ
み
が
す
む
と
、
米
の
飯
に
い
も
の
け
ん
ち
ん
汁
、
大
根
の 

シ
ラ
ア
エ
を
つ
く
り
、
近
所
の
子
ど
も
を
招
ん
だ
り
し
て
食
べ
る
祝
い
で
、
し
ご
と 

の
終
っ
た
家
か
ら
や
る
の
で
何
日
も
続
い
た
。(

新
福
寺)

ニ
ア
ガ
リ
庚
申 

秋
は
庚
申
さ
ま
が
庭
に
い
る
も
の
で
、
そ
の
庭
を
借
り
て
籾̂
 

ほ
し
た
り
、
し
ご
と
を
し
た
り
す
る
の
で
お
礼
を
す
る
祭
り
が
ニ
ア
ガ
リ
庚
申
さ
ま
。
 

(

新
福
寺)

旧
の
十
月
に
庚
申
さ
ま
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。

旧
十
月
十
六
日
は
庚
申
さ
ま
の
ご
縁
日
で
あ
る
。(

赤̂
!)

穴
ッ
プ
サ
ゲ
ま
き
物
が
終
る
と
、
穴
ッ
プ
サ
ゲ
餅
を
つ
い
て
、
神
棚
や
仏
様
に 

供
え
た
り
、
食
べ
た
り
し
た
。
油
餅
は
聞
か
な
い
。(

上
五
箇)

ア
ナ
ッ
プ
サ
ギ
は
十
月
か
ら
十
一
月
三
日
頃
ま
で
の
う
ち
、
個
人
毎
に
違
う
が
、
 

麦
蒔
き
が
終
れ
ば
、
ぼ
た
餅
な
ど
を
作
る
。(

木
崎)

ね
ず
み
っ
ぷ
さ
げ 

麦
ま
き
が
終
っ
た
と
き
ぼ
た
も
ち
を
つ
く
る
。
ね
ず
み
の
穴 

を
丸
い
も
の
で
ふ
さ
い
で
、
麦
を
食
わ
れ
な
い
ょ
う
に
す
る
ぼ
た
も
ち
と
い
う
。(

新 

福
寺)念 

仏 

秋
の
収
納(

シ
ノ
ゥ)

が
終
る
と
親
戚
を
呼
ん
で
供
養
を
す
る
。
別 

に
年
忌
で
な
く
と
も
先
祖
の
供
養
を
や
っ
た
家
も
あ
る
。
ま
た
、
念
仏
講
社
に
頼
ん 

で
念
仏
を
唱
え
て
も
ら
っ
た
家
も
あ
る
。(

上
五
箇)

神

の

お

帰

り
(

旧
十
一
月
一
日)

神
迎
え 

朝
早
く
鎮
守
へ'
お
参
り
に
行
き
、
お
サ
ゴ
を
供
え
て
、
神
の
お
帰
り
を 

迎
え
る
。(

上
五
箇)

旧
十
月
の
し
ま
い
の
申
の
日
に
神
さ
ま
は
帰
る
の
で
、
神
主
が
橋
の
と
こ
ろ
ま
で 

迎
え
に
行
き
、
お
神
楽
を
す
る
人
た
ち
が
音
楽
を
し
て
神
社
へ
送
り
こ
む
。
こ
の
日 

か
ら
十
二
日
間
休
ま
れ
る
。
十
二
日
目
に
「
オ
メ
ザ
メ
」
と
い
っ
て
参
拝
に
ゆ
く
。
 

あ
る
時
休
み
中
に
参
拝
に
行
っ
た
の
か
、杉
の
枯
枝
を
拾
い
に
行
っ
た
人
が
い
た
が
、
 

こ
の
人
は
両
頭
の
蛇
が
バ
タ
ン
コ
ン
、
バ
タ
ン
コ
ン
と
追
い
か
け
て
来
た
の
で
恐
ろ 

し
か
っ
た
と
い
う
。
長
良
さ
ま
が
怒
っ
た
の
に
ち
が
い
な
い
。(
瀬
戸
井)

お
神
の
お
帰
り
は
十
一
月
一
日
で
、
お
み
や
げ
を
持
っ
て
帰
っ
て
く
る
の
で
、
朝 

早
く
お
参
り
に
ゆ
く
。(

天
神
原)



十

二

月

カ

ビ

タ

リ

餅(

一
日)

カ
ビ
タ
リ
餅
の
こ
と
ば
だ
け
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
十
二
月
一
日
か
、
十
一
月
末
日 

か
、
不
明
。(

下
中
森)

餅
を
つ
い
て
神
棚
に
供
え
た
が
、
別
に
川
へ
は
行
か
な
か
っ
た
。(

上
五
箇) 

言
葉
だ
け
で
行
事
は
し
な
い
。(

赤
岩)

十
二
月
一
日
に
カ
ビ
タ
リ
餅
を
つ
い
て
食
べ
る
。(

天
神
原)

お
そ
な
え
を
川
へ
上
げ
た
。

十
二
月
一
日
に
カ
ビ
タ
リ
餅
を
つ
く
。
こ
の
も
ち
は
「縁
切
り
も
ち
」
と
も
い
ぅ 

が
、
十
二
月
は
作
番
頭
な
ど
が
年
あ
け
に
な
る
の
で
、
き
り
か
え
の
し
る
し
に
、
た 

と
え
一
晩
で
も
家
へ
行
っ
て
来
る
の
で
も
ち
を
つ
く
と
い
ぅ
。(

新
福
寺)

十
二
月
一
日
に
神
様
に
餅
を
あ
げ
る
。(

福
島)

屋

敷

稲

荷

鎮
守
の
村
祭
り(

七
月
二
十
四
日)

の
時
神
主
に
共
に
拝
ん
で
も
ら
つ
た
り
供
え 

物
を
す
る
だ
け
で
、
秋
に
は
祭
ら
な
い
。(

上
五
箇)

屋
敷
稲
荷
を
よ
く
作
る
と
そ
の
家
は
だ
め
に
な
る
と
い
い
、
な
る
べ
く
簡
単
に
作 

り
、
毎
年
作
り
替
え
る
方
が
よ
い
と
い
う
。(

赤
岩)

コ
ト
八
日(

八
日)

八
日
ヤ
キ
ビ
ン 

八
日
に
焼
キ
餅(

米
の
粉
に
ア
ズ
キ
を
入
れ
た
も
の)

を
作
る
。
 

そ
れ
を
壁
に
ぶ
つ
け
て
、
付
く
と
奉
公
人
が
あ
と
一
年
い
ら
れ
る
。
こ
の
日
に
は
、
 

嫁
が
夜
ナ
ベ
を
し
な
く
て
も
良
い
。

「焼
キ
ビ
ン
と
か
け
て
何
と
と
く
。
大
神
楽
と
と
く
。
そ
の
こ
こ
ろ
は
、
吹
い
た
り 

た
た
い
た
り
。
」(

上
中
森)

八
日
ヤ
キ
ビ
ン
と
い
つ
て
、
こ
ご
め
を
ほ
う
ろ
く
で
焼
い
て
食
べ
た
。
中
に
は
あ 

ん
こ
を
入
れ
た
。
こ
れ
は
二
月
に
も
す
る
。(

下
中
森)

こ
の
日
、
ウ
ル
チ
の
く
ず
米
を
ひ
い
て
、
ふ
か
し
て
ね
り
、
あ
ん
こ
を
入
れ
て
焼 

い
た
も
の
を
作
る
。
そ
し
て
神
棚
、
床
の
間
、
稲
荷
さ
ま
、
え
び
す
さ
ま
な
ど
に
そ 

_ 

な
え
る
〇
オ
ニ
ヤ
キ
ビ
ン
、
ま
た
は
八
日(

よ
う
か)

ヤ
キ
ビ
ン
と
も
い
う
。(

上
中 

森)
米
の
粉
の
中
に
あ
ん
こ
を
入
れ
た
や
き
も
ち
を
つ
く
つ
て
食
べ
る
。(

瀬
戸
井) 

十
二
月
八
日
は
ヤ
キ
ビ
ン
と
い
つ
て
、
マ
ン
ジ
ュ
ウ
を
や
い
て
食
べ
た
。

コ
ゴ
メ
ッ
コ 
(

く
ず
米)

を
つ
い
て
ま
ん
じ
ゆ
う(

八
日
ヤ
キ
ビ
ン)

を
つ
く
り
、
 

ホ
ウ
ロ
ク
で
少
し
か
ば
ら
し
て
か
ら
イ
ロ
リ
の
ま
わ
り
に
お
い
て
焼
く
。
灰
が
た 

か
つ
た
の
を
吹
い
て
た
た
い
て
、
灰
を
の
け
て
食
べ
る
。
そ
れ
を
「
ダ
イ
ヵ
グ
ラ
の 

よ
う
だ
」
と
評
す
る
。
次
の
よ
う
な
ナ
ゾ
も
あ
る
。

「
八
日
ヤ
キ
ビ
ン
と
か
け
て
何
と
と
く
。
ダ
イ
ヵ
グ
ラ
と
と
く
。
そ
の
心
は
、
吹
い 

た
り
、
た
た
い
た
り
。
」(

萱
野)

世
話
の
ヤ
キ
ジ
マ
イ
。
米
の
粉
を
ふ
か
し
て
つ
い
て
ヤ
キ
ビ
ン
を
作
つ
て
食
べ
る
。

(

天
神
原)

コ
ト
八
日
に
小
米
を
石
臼
で
粉
に
し
た
真
黒
け
の
を
、
手
で
搗
い
て
作
つ
た
。
砂

屋敷鎮守様(天神原)

(青木則子撮影)



糖
を
買
っ
て
来
て
入
れ
た
り
、
足
り
な
く
な
る
と
菜
っ
葉
の
漬
け
た
の
を
入
れ
、
ヤ 

キ
ビ
ン
を
作
っ
た
。(

福
島)

ヨ
ゥ
カ
ヤ
キ
は
米
の
粉
を
材
料
に
、
菜
の
つ
け
も
の
を
油
で
い
た
め
て
こ
ね
く
る 

み
、
あ
ん
こ
と
し
て
入
れ
、
ホ
ー
ロ
ク
で
や
く
。(

新
福
寺)

ダ
イ
マ
ン•

メ
カ
イ 

鬼
が
来
な
い
よ
う
に
、
メ
カ
イ
を
ト
ボ
ー
ロ
に
立
て
る
。
 

奉
公
人
の
出
か
わ
り
の
日
。

こ
の
日
に
、
「音
を
さ
し
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
。
「水
も
流
さ
ぬ
師
走
八
日
」 

な
ど
と
い
わ
れ
て
き
た
。(

下
中
森)

鬼
よ
け
に
、
長
竿
の
先
に
メ
カ
イ
を
つ
け
て
軒
に
出
す
。(
萱
野•

天
神
原) 

鬼
の
来
る
日
。
「今
日
は
ダ
イ
マ
ン
だ
か
ら
、
め
か
ご
を
立
て
ろ
」
と
し
っ
た
。
鬼 

が
福
を
持
っ
て
来
る
の
で
、
め
か
ご
を
吊
し
た
。
鎌
を
つ
け
る
家
も
あ
る
。
米
の
粉 

を
こ
ね
て
、
中
に
餡
を
入
れ
て
焼
き
、
ヤ
キ
ビ
ン
を
作
っ
た
。(

木
崎)

•
ミ
ケ
ゴ
を
、
ロ
の
方
を
上
へ
向
け
て
立
て
る
。
泥
棒
も
よ
け
ら
れ
る
。
「
水
も
流
さ 

ぬ
こ
と
八
日
」
と
い
う
。
こ
の
日
は
作
神
様
が
や
っ
て
来
る
。(

福
島)

師
走
八
日
を
八
日
ヤ
キ
ビ
ン
と
い
う
。
竹
竿
の
先
に
メ
ケ
ー
を
結
わ
え
つ
け
、
中 

に
樫
の
葉
を
敷
き
ヤ
キ
ビ
ン
ニ
個
を
入
れ
、
庭
に
た
て
た
。
こ
れ
を
ダ
イ
モ
ン
と
い 

う
。
ヤ
キ
ビ
ン
は
小
米
の
粉
で
、
中
に
つ
ぶ
し
あ
ん
を
入
れ
、
い
ろ
り
の
灰
の
上
で 

焼
い
た
も
の
。
夕
方
、
子
供
衆
が
大
勢
で
ダ
ィ
モ
ン
カH
シ
に
各
家
を
回
る
。
追
っ 

ぱ
わ
れ
た
よ
う
な
時
、
子
供
衆
は
声
を
そ
ろ
へ
て
「
た
だ
い
ま
ダ
イ
モ
ン
カ
エ
シ
ま 

し
ょ
う
、
カ
エ
シ
て
悪
る
け
り
ゃ
た
て
ま
し
ょ
う
」
と
い
っ
て
逃
げ
出
し
た
。
戦
前 

で
終
わ
り
の
行
事
。(

中
島)

ス

ス

ハ

キ
(

十
三
日)

ス
ス
ハ
キ
日 

昔
は
十
三
日
が
ス
ス
ハ
キ
の
日
だ
っ
た
が
、
ふ
つ
う
は
二
十
日
後 

に
や
っ
た
。
戦
後
十
年
ぐ
ら
い(

昭
和
三
十
四
、
五
年)

ま
で
は
イ
ロ
リ
の
あ
る
家 

が
か
な
り
見
ら
れ
、
家
の
中
は
す
す
や
ほ
こ
り
が
ひ
ど
か
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
は
イ
エ 

ヤ

マ(

家
山)

の
木
の
枝
や
葉
な
ど
を
燃
し
た
り
、
わ
ら
や
く
ず
を
燃
し
た
り
し
て 

ご
飯
た
き
を
し
て
い
た
。(

上
五
箇)

い
い
日
を
み
て
や
っ
た
が
、
十.
三
日
頃
が
普
通
で
あ
っ
た
。(

萱
野)

も
と
は
十
二
月
十
三
日
に
煤
は
き
を
し
た
。
煤
は
ネ
ー
マ(

苗
間)

に
ま
し
た
。
 

夕
食
に
粟
こ
わ
め
し
や
キ
ミ
こ
わ
め
し
を
つ
く
っ
た
。(

鍋
谷)

ス
ス
ナ
デ
日
は
十
三
日
。(

天
神
原)

ス
ス
ハ
キ
は
十
二
月
十
三
日
に
決
ま
っ
て
い
る
。(

福
島)

ス
ス
竹 

葉
の
つ
い
た
青
竹
二
本
を
し
ば
っ
て
ス
ス
払
い
の
竹
を
作
っ
た
。
こ
れ 

で
神
醐
の
上
や
天
井
を
は
ら
っ
た
。
ス
ス
竹
は
、
終
っ
た
あ
と
で
屋
敷
稲
荷
の
脇
に 

置
い
と
く
。(

上
五
箇)

山
か
ら
笹
を
と
っ
て
き
て
二
本
合
わ
せ
て
、
ス
ス
ダ
ヶ
を
つ
く
り
、
大
掃
除
を
す 

る
。
こ
の
日
か
ら
神
様
を
外
に
出
し
て
も
タ
タ
リ
が
な
い
の
で
、
神
棚
の
掃
除
を
す 

る
。
都
合
の
悪
い
時
で
も
、
笹
だ
け
は
と
っ
て
き
て
二
つ
三
つ
は
い
て
お
け
ば
、
他 

の
日
に
や
っ
て
も
良
い
。
ス
ス
ダ
ヶ
は
使
い
終
る
と
屋
敷
鎮
守
様
に
お
さ
め
る
。(

天 

神
原)

く

ね

ゅ

ぃ
 

_

十
二
月
に
入
る
と
か
な
ら
ず
や
っ
た
も
の
で
あ
る
。(

萱
野)

出

替

り(

八
日
、
十
五
日)

八
日
は
奉
公
人
の
出
か
わ
り(

下
中
森)

十
二
月
十
五
日
が
奉
公
人
の
出
替
り
の
日
で
、
い
い
着
物
を
着
せ
て
実
家
へ
お
客 

に
出
し
て
や
る
。
奉
公
に
来
た
日
を
出
替
り
の
日
に
す
る
家
も
あ
る
。(

赤
岩)

御

来

迎

様
(

十
五
日)

十
五
日
の
朝
早
く
起
き
て
、
田
の
中
に
あ
る
山
神
塔
ま
で
朝
日
の
出
る
の
を
拝
み 

こ
一
仃
っ
た
。
こ
の
日
は
お
天
道
さ
ま
が
ぐ
る
り
ぐ
る
り
回
り
な
が
ら
上
る
の
で
、
み 

ご
と
だ
か
ら
拝
み
に
行
く
の
だ
と
い
ぅ
。(

赤
岩)

油 

餅

(

十
五
日)



油
餅
と
い
う
だ
け
で
、
何
も
し
な
い
。(

赤
岩)

ッ
ジ
オ
ダ
ン
ゴ 

脱
穀
の
時
に
、
足
も
と
に
落
ち
た
米
を
、
た
ん
せ
い
の
年
寄
り 

が
き
れ
い
に
さ
ら
い
上
げ
て
、
白
米
の
粉
に
ひ
い
て
ッ
ジ
オ
ダ
ン
ゴ
を
作
っ
た
。
串 

に
さ
さ
な
い
で
、
あ
ん
こ
を
付
け
て
食
べ
る
。(

上
五
箇)

冬 

至

(

ー
ー
十
ー
ー
日)

ユ
ズ•

ト
ウ
ナ
ス 

「冬
至
ユ
ズ
」
と
い
っ
て
、
味
噌
づ
け
に
し
て
そ
れ
を
節
分 

に
食
べ
る
。
ま
た
、
「冬
至
巳
待
ち
」
も
し
た
。(

下
中
森)

冬
至
ガ
ユ
は
小
豆
を
入
れ
て
、
塩
味
を
つ
け
た
ヵ
ユ
を
作
っ
て
食
べ
る
。
ト
ウ
ナ 

ス
を
煮
て
食
べ
る
と
、
中
気
が
出
な
い
と
い
う
。

コ
ン
ニ
ャ
ク
の
こ
と
は
別
に
い
わ 

な
ぃ
。

冬
至
に
ユ
ズ
の
実
を
漬
け
て
置
い
て
、節
分
に
福
茶
を
飲
む
時
に
出
し
て
食
べ
る
。
 

ユ
ズ
湯
を
立
て
る
こ
と
は
し
な
い
。(

上
五
箇)

冬
至
に
は
ユ
ズ
を
味
噌
に
つ
け
て
お
く
。
節
分
に
福
茶
と
一
緒
に
食
べ
る
。
す
る 

と
ユ
ー
ズ
(

融
通)

が
つ
く
の
だ
と
い
う
。
ま
た
五
月
に
田
の
中
に
入
っ
て
ト
ゲ
を 

ふ
ま
な
い
と
い
う
。

冬
至
に
ト
ウ
ナ
ス
を
煮
て
食
べ
る
と
中
気
に
な
ら
な
い
と
い
う
。(

萱
野) 

冬
至
に
、
ヵ
ボ
チ
ャ
を
煮
て
食
べ
る
と
病
気
に
な
ら
な
い
。
冬
至
に
「
ユ
ズ
」
を 

煮
て
食
べ
る
と
「ゆ
う
ず
う
」
が
つ
く
ょ
う
に
な
る
。(

瀬
戸
井)

冬
至
に
は
ユ
ズ
を
味
噌
の
中
に
漬
け
、
年
越
し
に
食
べ
る
。(

木
崎)

「冬
至
ト
ウ
ナ
ス
」
と
い
っ
て
、
ト
ウ
ナ
ス
を
食
べ
た
。(

鍋
谷)

冬
至
に
は
「当
時
融
通
が
き
く
ょ
う
に
」

ユ
ズ
を
漬
け
て
置
く
。(

赤
岩) 

ト
ウ
ナ
ス
を
食
べ
る
。
冬
至
に
ト
ウ
ナ
ス
を
食
べ
る
と
中
気
に
か
か
ら
な
い
。
 

ユ
ズ
を
丸
の
ま
ま
箸
で
穴
を
あ
け
て
、
み
そ
に
つ
け
る
。(

天
神
原)

冬
至
に
南
瓜
を
食
べ
る
。
中
気
が
来
な
い
。(
福
島)

火
難
除
け 

冬
至
に
は
ポ
ン
プ
で
家
の
ま
わ
り
に
水
を
ま
く
と
、
火
難
除
け
に
な 

る
。
ひ
し
ゃ
く
で
家
の
ま
わ
り
に
水
を
ま
い
た
。(

下
中
森)

二
十
二
日
に
辰
巳
の
方
か
ら
水
を
持
っ
て
き
て
主
人
が
家
の
回
り
に
ま
く
。
火
難

除
け
に
な
る
と
い
う
。

タ
ッ
ミ
の
方
向
の
家
の
井
戸
水
を
も
ら
っ
て
き
て
、
家
の
各
む
ね
に
タ
ッ
ミ
の
方 

か
ら
水
を
か
け
る
。(

萱
野)

冬
至
の
朝
、
初
水
を
汲
ん
で
屋
根
に
柄
杓
で
か
け
歩
い
た
。
現
在
は
し
な
い
。
朝 

の
十
時
前
に
お
茶
を
飲
む
も
の
で
な
い
。
冬
至
は
火
早
い
。(

鍋
谷)

冬
至
の
朝
、
火
難
に
あ
わ
な
い
ょ
う
に
、
家
の
隅
々
に
水
を
か
け
て
回
る
。
ま
た
、
 

屋
敷
稲
荷
の
屋
根
に
ひ
し
ゃ
く
で
水
を
か
け
て
や
る
。(

赤
岩)

朝
、
屋
根
に
水
を
か
け
る
と
、

一
年
中
火
難
に
合
わ
な
い
。(

天
神
原)

月
拝
み 

「月
オ
ガ
ミ
」
と
い
っ
て
、
冬
至
に
邑
楽
郡
大
泉
町
古
海
の
高
尾
山
信 

仰
の
先
達(

柴
崎
さ
ん)

が
来
て
、
キ
リ
サ
ゲ
を
し
て
行
っ
た
。(

中
島)

太

子

ガ

ユ

し
な
か
っ
た
。(

上
五
箇)
(

赤
岩)

歳

末

諸

事

暮 

市
(

二
十
六
日)

赤
岩
中
宿
に
暮
市
が
た
っ
た
の
で
、
桶
.

ざ
る.

そ 

の
他
日
常
品
な
ど
の
市
買
物
を
す
る
た
め
に
人
が
来
た
。
松
飾
り
は
売
ら
な
い
が
、
 

正
月
の
破
魔
弓
や
羽
子
板
な
ど
を
買
う
。(

上
五
箇)

終
戦
前
に
終
っ
た
。(

赤
岩)

歳 

暮 

嫁
に
く
れ
た
年
ぐ
ら
い
は
、
鮭
の
塩
び
き
を
持
っ
て
く
る
。

一
年
か 

二
年
く
ら
い
し
か
続
か
な
い
。(

瀬
戸
井)

弓
破
魔 

正
月
の
掛
軸
に
神
宮
皇
后
の
絵
が
あ
る
。
男
の
子
に
は
弓
破
魔
と
い
う 

弓
矢
飾
り
、
女
の
子
に
は
羽
子
板
を
贈
る
。(

上
五
箇)

昔
の
お
歳
暮
は
シ
ャ
ヶ
が
つ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
「
オ
ラ
ガ
チ
は
ど
れ
だ
け
も
ら
っ 

た
。
」
な
ど
と
い
っ
て
、
近
所
の
人
に
み
え
る
と
こ
ろ
に
さ
げ
た
。
金
を
借
り
た
人
と 

か
仲
人
と
か
に
は
必
ず
お
歳
暮
を
と
ど
け
た
。(

萱
野)

餅
っ
き 

二
十
七
、
八
日
ご
ろ
セ
チ
餅
を
つ
く
。
も
と
は
大
変
つ
い
て
、
米
一
俵 

ほ
ど
も
つ
い
た
の
で
、
正
月
二
十
日
ご
ろ
ま
で
食
べ
ら
れ
た
。
今
は
五
升
か
ら
一
斗



ぐ
ら
い
つ
く
。
臼
の
下
に
わ
ら
を
広
げ
て
置
き
、
三
本
杵
で
つ
い
た
も
の
で
あ
る
。
 

お
供
え
餅
は
七
組
作
り
紅
白
の
餅
に
す
る
家
も
あ
る
。
年
神•

大
神
宮* H

ビ
ス
大 

黒
(

寝
室
の
奥
や
お
勝
手
の
上
の
棚
、
大
神
宮
の
脇
な
ど
に
祭
る)
•

作
神(

別
の 

神
棚
が
あ
る)
•

庚
申•

屋
敷
稲
荷•

村
鎮
守
へ
進
ぜ
る
。(

上
五
箇)

三
臼
め
の
餅
を
お
供
え
餅
に
作
る
。(

上
中
森)

暮
の
二
十
七
、
八
日
が
多
い
。
十
三
臼
く
ら
い
つ
い
た
。
二 

夜
餅
な
ら
お
元
日
が 

よ
い
」
と
い
っ
て
一
夜
餅
は
さ
け
た
。(

鍋
谷)

餅
つ
き
は
毎
年
二
十
八
日
に
つ
く
。
こ
の
日
な
ら
暦
を
調
べ
な
く
て
も
悪
い
日
は 

な
い
。

一
夜
餅
を
嫌
い
、

一
夜
餅
に
な
り
そ
う
な
と
き
は
元
日
の
朝
に
つ
く
。

臼
の
下
に
西
と
北
が
尻
に
な
る
よ
う
に
ヮ
ラ
を
十
文
字
に
敷
い
て
つ
く
と
、
は
り 

つ
か
な
い
。
最
近
は
む
し
ろ
を
敷
く
。
白
い
餅
の
他
に
、
食
紅
を
入
れ
て
紅
餅
を
つ 

く
り
、
白
餅
に
紅
餅
を
重
ね
た
お
供
え
を
年
神
様
に
あ
げ
る
。
お
供
え
を
あ
げ
る
の 

は
、
大
神
宮
様
、
恵
比
須
大
黒
様
、
稲
荷
様
、
よ
ろ
ず
の
神(

床
の
間)

、
牛
馬
の
神 

様
等
で
あ
る
。
ノ
リ
を
入
れ
た
ノ
リ
餅
や
、
ゴ
マ
を
入
れ
て
餅
を
つ
く
。
か
た
く
な
っ 

た
餅
は
天
日
で
乾
し
て
油
で
揚
げ
て
食
べ
る
。(

天
神
原)

二
十
八
日
に
搗
く
。
二
日
前
に
搗
く
も
の
で
、

一
夜
餅
は
悪
い
。(

福
島)

ヵ
ラ
ミ»

ス
ミ
ツ
ヵ
レ
に
使
う
大
根
お
ろ
し
で
大
根
を
あ
ら
く
お
ろ
し
て

し
ょ
う
ゆ
の
ほ
か
に
ゴ 

マ
や
サ
ト
ウ
を
入
れ
て
カ
ラ
ミ
を
作
り
、
餅
を
入
れ
て
カ
ラ 

ミ
餅
に
し
て
食
べ
る
。(

上
五
箇)

カ
キ
餅 

餅
を
つ
く
時
に
、
ゴ
マ•

ノ
リ•

ミ
カ
ン
の
皮
な
ど
を
入
れ
て
つ
き
、
 

か
ま
ぼ
こ
形
に
の
し
て
、
切
っ
て
乾
燥
さ
せ
て
カ
キ
餅
を
作
る
。
翌
年
の
田
植
え
や 

盆
の
こ
ろ
、
茶
菓
子
と
し
て
食
べ
る
。
炭
火
で
ゆ
っ
く
り
焼
い
た
り
、
油
で
揚
げ
た 

り
し
て
食
べ
る
が
、
昔
は
よ
く
作
っ
た
。(

赤
岩)

シ
メ
飾
り
一
夜
飾
り
は
悪
い
の
で
、
二
十
九
日
ご
ろ
作
る
。
わ
ら
を
三
ッ
‘コ
に 

な
っ
て
捧
ジ
メ
に
す
る
が
、
人
形
に
作
る
家
も
あ
る
。
ミ
カ
ン.

コ
ン
ブ•

ゴ
マ
メ. 

豆
ガ
ラ
を
紙
に
く
る
ん
で
、
棒
ジ
メ
に
付
け
た
。
床
の
間
の
年
神
様
に
三
本
、
大
神 

宮
様
に
一
本
、
屋
敷
神
様
に
一
本
供
え
る
。(

上
五
箇)

須
永
イ
ッ
ケ
は
シ
メ
飾
り
に
松
を
使
わ
な
い
。
‘わ
ら
に
豆
が
ら
と
コ
ブ
を
挾
み
、
 

ダ
イ
ダ
イ
を
飾
り
付
け
る
。
シ
メ
飾
り
の
わ
ら
は
取
っ
て
置
い
て
、
田
植
え
の
時
の 

苗
取
り
に
苗
を
し
ば
る
ナH

バ
に
使
う
。(

上
中
森)

二
十
七
日
に
モ
チ
米
を
ひ
た
し
た
水
で
藁
を
し
め
す
。
そ
れ
か
ら
オ
シ
メ
の
繩
を 

な
う
。
ど
こ
の
家
で
も
二
十
八
日
ま
で
の
よ
い
日
を
み
て
や
る
。
不
幸
の
知
ら
せ
が 

あ
る
と
飾
り
は
し
な
い
。

一
 

夜
飾
り
と
一
夜
餅
は
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
。

萱
野
の
飛
地
と
い
っ
て
平
地
林
の
松
林
が
あ
り
、
こ
の
村
の
人
は
そ
こ
に
松
取
り 

(

松
迎
え)

に
行
っ
た
。
実
生
の
松(

二
、
三
年
経
た
も
の)

で
、
三
階
、
五
階
の 

を
切
る
。
奇
数
の
枝
ぶ
り
が
喜
ば
れ
る
。(

萱
野)

暮
の
シ
メ
飾
り
に
、
ヨ
リ
ツ
キ
と
ヨ
コ
ザ
の
境
い
の
敷
居
に
そ
っ
て
二
間
ほ
ど
八 

寸
シ
メ
を
張
り
、
幣
束
と
七
色
の
飾
り
物
を
さ
げ
た
。
七
色
の
飾
り
物
は
、
幣
束
、
 

豆
幹
、
ご
ま
め
、
譲
り
葉
、
昆
布
、
松
の
葉
、
蜜
柑
な
ど
。(

鍋
谷)

シ
メ
飾
り
は
わ
ら
を
三
つ
よ
り
に
し
て
太
く
作
り
、
ダ
イ
ダ
イ
を
中
心
に
付
け
、
 

コ
ン
ブ
を
飾
り
、
稲
の
穂
を
た
ら
す
。(

赤
岩)

松
飾
り
は
三
本
よ
り
の
お
飾
り
を
普
通
の
家
で
は
八
本
作
る
。
「
お
飾
り
が
三
本 

だ
」
と
い
え
ば
、
「奴
は
三
本
か
、
普
通
に
く
ら
し
て
い
る
な
」
と
思
っ
た
。
大
里
郡 

の
十
二
郷
で
は
松
飾
り
を
し
な
い
。
聖
天
様
と
呑
竜
様
が
喧
嘩
を
し
た
。
聖
天
様
が

正月のシメ飾り(上中森) 

豆ガラ、コブ、ダイダイを 

付ける。

須永イッケは松を飾らない

(関口正己撮影)



勝
ち
そ
う
に
な
っ
た
の
で
、
し
ょ
う
が
な
く
呑
竜
様
が
、
松
の
木
を
振
り
廻
し
た
。
 

松
の
葉
が
聖
天
様
の
目
に
さ
さ
っ
て
、
片
目
に
な
っ
た
。
こ
ん
な
も
の
は
縁
起
が
悪 

い
と
飾
ら
な
く
な
っ
た
。(

福
島)

十
二
月
二
十
八
日
に
、
裏
の
松
山
か
ら
、
三
階
ま
た
は
五
階
の
松
を
取
っ
て
き
て 

庭
に
た
て
る
。
神
棚
に
は
一
枝
の
松
を
飾
り
、
注̂

繩
を
は
っ
て
、
豆
ガ
ラ
、
ゴ
マ 

メ
、

コ
ブ
等
を
吊
す
。

一
夜
飾
り
を
嫌
い
、
二
十
八
日
か
二
十
九
日
に
飾
り
始
め
て 

お
け
ば
、
三
十
、
三
十
一
日
に
飾
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。(

天
神
原)

松
飾
り
は
何
処
と
方
角
は
決
ま
っ
て
い
な
い
。
山
を
持
っ
て
い
る
人
が
枝
を
、
他 

人
の
家
の
を
取
っ
て
来
る
も
の
が
幹
を
引
い
て
来
る
。
松
飾
り
を
見
る
と
、
こ
こ
ん 

ち
は
山
が
あ
る
と
か
、
な
い
と
か
判
っ
た
。
他
人
の
も
の
だ
か
ら
思
い
や
り
が
な
い
。
 

山
を
持
っ
て
い
る
人
は
惜
し
い
か
ら
大
き
い
の
は
切
ら
な
い
〇(

福
島)

カ
マ
神
様
の
ミ
ソ
カ
松(

正
月
の
松
飾
り)

は
、
三
段
松
の
も
の
一
本
と
き
ま
っ 

て
い
た
。(

中
島)

八
丁
じ
め 

十
二
月
二
十
九
日
ご
ろ
、
長
良
さ
ま
か
ら
い
た
だ
い
て
く
る
。
こ
れ 

を
正
月
の
お
か
ざ
り
に
す
る
。(

瀬
戸
井)

大

晦

日
(

三
十
一
日)

ミ
ソ
カ
ッ
パ
レ
エ 

ナ
ス
ガ
ラ
を
燃
し
て
ご
飯
を
た
い
て
、早
く
夕
飯
を
食
べ
る
〇 

ナ
ス
ガ
ラ
を
燃
す
の
は
、
「
ナ
ス
カ
ラ
申
ス
」
と
い
っ
て
、
借
金
取
り
に
誠
意
を
示
し
、
 

面
倒
を
み
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
意
味
だ
と
い
う
。

夕
ご
飯
は
神
棚
に
供
え
る
が
、
年
神
棚
に
は
供
え
な
い
。
夕
飯
は
ィ
モ
汁.

ヶ
ン 

チ
ン
汁
で
、
里
ィ
モ.

ニ
ン
ジ
ン
・
ゴ
ボ
ゥ
な
ど
に
油
を
入
れ
て
煮
る
。(

上
五
箇) 

昔
は
年
越
し
ソ
バ
を
自
分
の
家
で
作
っ
た
ソ
バ
粉
で
し
て
食
べ
た
も
の
で
あ
る
。
 

明
治
四
十
三
年
の
水
害
前
に
は
畑
が
か
な
り
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
水
害
後
み
な
水
田 

に
な
っ
た
。

大
晦
日
の
晩
に
三
が
日
に
使
う
箸
を
作
っ
た
。
山
に
入
っ
て
萩
の
木
を
切
っ
て
お 

い
て
作
っ
た
。
箸
は
神
に
も
供
え
た
。(

萱
野)

夜
ふ
か
し 

大
晦
日
の
晩
は
早
く
寝
る
も
の
で
は
な
い
〇
帳
面
の
整
理
や
着
物
づ

く
ろ
い
な
ど
で
夜
が
ふ
け
る
。
除
夜
の
鐘
な
ど
昔
は
聞
か
な
か
っ
た
が
、
ラ
ジ
オ
や 

テ
レ
ビ
で
聞
く
よ
う
に
な
っ
た
〇 
(

上
五
箇)

除
夜
の
鐘 

百
八
回
た
た
く
わ
け
は
、
今
年
は
不
景
気
で
よ
く
な
い
た
め
「
四
苦 

八

苦(

四
九 

三
十
六
、
八
九 

七
十
二)

」
で
合
計
一
〇
八
に
な
る
か
ら
、
来
年
は 

よ
い
年
で
あ
る
よ
う
に
祈
っ
て
た
た
く
の
だ
と
い
う
。(

赤
岩)

除
夜
の
鐘
が
鳴
っ
た
ら
、
年
が
変
っ
た
と
い
う
の
に
、
金
を
貸
し
た
方
は
、
提
灯 

消
さ
な
け
り
ゃ
ま
だ
暮
れ
だ
と
い
っ
て
、
取
っ
て
廻
っ
た
。(

福
島)

う
ど
ん 

大
晦
日
に
、
め
ん
棒
で
喧
嘩
し
た
の
で
、

一
週
間
う
ど
ん
を
作
ら
な
い 

家
例
の
家
が
あ
る
。(

福
島)



言

語

伝

承

は

じ

め

に

か
つ
て
は
、
石
も
私
た
ち
に
語
り
か
け
、
木
も
歌
を
う
た
っ
た
が
、
今
は
沈
黙
の 

時
代
に
入
っ
た
の
か
、
伝
説
は
意
外
に
少
か
っ
た
。
亭
々
と
聳
え
て
い
た
寮
の
松
も 

枯
れ
、
根
元
の
庚
申
様
だ
け
が
ぽ
つ
ん
と
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
世
を 

賑
わ
し
た
大
食.

大
力•

快
走
の
人
々
や
、
オ
ト
ヵ
の
話
は
豊
富
で
あ
る
。

ど
の
言
語
伝
承
も
、
く
ら
し
と
密
着
し
て
い
る
限
り
、
い
き
い
き
と
発
展
す
る
が
、
 

く
ら
し
が
変
わ
れ
ば
、
根
を
切
ら
れ
た
草
木
の
如
く
、
ふ
た
た
び
花
咲
く
時
に
、
会 

う
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
毎
戸
馬
を
飼
っ
て
い
た
時
に
は
、
言
語
伝
承
に
限
ら
ず
、
 

信
仰
・
俗
信
・
生
産•

交
通
な
ど
、
あ
の
長
い
顔
を
出
さ
な
い
部
門
は
、
少
か
っ
た
。
 

道
に
馬
を
見
る
こ
と
も
な
く
、
馬
小
屋
に
は
牛
が
寝
そ
ベ
り
、
牛
の
絵
馬
が
掛
り
、
 

3

つ
足
が
四
つ
車
に
変
る
世
と
な
っ
て
は
、
馬
と
い
う
こ
と
ば
さ
え
も
耳
に
す
る
こ 

と
は
稀
に
な
る
だ
ろ
う
が
、

一
且
、
地
に
つ
い
た
こ
と
ば
は
、
な
か
な
か
消
え
る
も 

の
で
な
い
こ
と
を
感
じ
た
。

日
常
目
に
ふ
れ
、
耳
に
聞
く
も
の
に
関
し
て
の
諺•

酒
落
な
ど
は
、
他
の
調
査
地 

と
比
べ
豊
富
で
あ
り
、
談
笑
裡
に
話
が
進
む
状
態
が
想
像
さ
れ
る
。(

上
野
勇)

一
 

伝 

説

長
良
神
社 

瀬
戸
井
の
敲
か
神
社
は
元
、
赤
岩
の
鎮
守
で
、
藤
原
長
良
を
祭
る
。
 

赤
岩
の
向
こ
う
に
大
沼
が
あ
っ
た
。
今
で
も
ボ
ッ
ヶ
と
い
っ
て
、
地
面
が
動
く
と
こ 

ろ
が
あ
る
。
そ
こ
に
い
た
*^一

も

の(

大
蛇)

が
、
毎
年
娘
を
取
っ
て
村
人
を
苦
し 

め
て
い
た
。
ち
ょ
う
ど
、
都
か
ら
藤
原
長
良
が
桐
生
ま
で
来
て
い
た
の
で
、
退
治
し

て
も
ら
う
よ
う
に
頼
ん
だ
。
長
良
は
、
お
さ
よ
殿(

さ
い
ぞ
う
様
と
も
い
う)

と
L
 

う
御
殿
女
中
を
連
れ
て
来
て
い
た
。
弓
の
名
人
で
、
た
ち
ま
ち
大
蛇
の
片
目
を
射
て
、
 

も
う
片
方
の
目
も
射
て
つ
ぶ
し
、近
づ
く
所
を
刀
で
刺
し
て
殺
し
た
。
十
八
切
に
切
っ 

て
、
頭
を
瀬
戸
井
に
祭
り
、
以
下
舞
木
な
ど
十
八
社
に
祭
っ
た
。
「十
八
長
良
」
と
い
っ 

て
、
邑
楽
郡
に
は
長
良
神
社
が
十
八
社
あ
る
の
は
、
名
前
を
く
れ
て
や
っ
た
か
ら
で 

長
良
神
社
の
正
体
は
蛇
で
あ
る
。
氏
子
の
相
撲
で
瀬
戸
井
が
赤
岩
に
勝
ち
、

一
番
大 

き
い
長
良
神
社
を
赤
岩
か
ら
瀬
戸
井
に
移
し
た
も
の
と
い
う
。(

赤
岩)

道
陸
神
様
と
弁
天
様 

赤
岩
の
光
恩
寺
の
境
内
の
池
の
中
に
弁
天
様
が
祭
ら
れ
て 

あ
る
が
、
そ
の
傍
に
道
陸
神
が
立
っ
て
い
る
。
由
来
は
、
道
陸
神
が
別
ぴ
ん
の
弁
天 

様
に
恋
を
し
て
追
っ
か
け
廻
し
た
の
で
、
弁
天
様
が
池
の
中
に
逃
げ
こ
ん
で
一
本
橋 

を
か
け
て
お
い
た
。
道
陸
神
は
片
脚
で
追
っ
か
け
る
の
で
、

一
本
橋
は
渡
れ
な
い
か 

ら
泣
き
寝
入
り
し
て
、
傍
に
立
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
そ
こ
で
、
足
が
悪
け
れ
ば 

道
陸
神
を
拝
め
と
い
い
、
足
の
痛
い
人
は
治
す
た
め
に
信
仰
し
て
、
わ
ら
じ
を
掛
け 

て
军
む
。
治
れ
ば
わ
ら
じ
を
あ
げ
る
か
ら
と
願
を
か
け
て
拝
む
。
今
で
も
や
る
人
が 

い
て
、
大
わ
ら
じ
が
か
か
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
お
祭
り
日
は
別
に
な
い
。(

赤
岩) 

稻 

荷 

赤
岩
城
の
ま
っ
す
ぐ
前
に
源
田(
げ
ん
だ)

稲
荷
が
あ
り
、
城
の
屋
敷 

鎮
守
だ
っ
た
。
塚
が
あ
っ
て
、
質
の
い
い
瓦
が
出
た
。

永
楽
小
学
校
の
西
に
お
城
下
が
あ
っ
て
、
そ
こ
の
稲
荷
様
は
館
林
の
尾
曳
稲
荷
に 

な
っ
た
と
い
わ
れ
、
本
家
で
あ
る
。(

赤
岩)

堂 

山 

赤
岩
の
堂
山
は
二
子
山
で
、
ひ
ょ
う
た
ん
型
を
し
た
首
の
あ
た
り
に 

地
震
の
起
き
る
所
が
あ
っ
て
、
い
つ
も
笹
が
動
い
てV

る
。
赤
岩
城
主
赤
井
将*

輝 

光
の
墓
と
い
う
大
き
い
笠
塔
姿
が
あ
る
。
そ
ば
の
丸
い
石
塔
に
耳
を
付
け
る
と
、
う 

な
っ
て
い
る
音
が
聞
え
る
。
そ
こ
か
ら
約
五
百
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
南
権
現
に
往
生
院 

が
あ
り
、
赤
井
将
光
輝
房
の
石
塔
が
あ
る
。
そ
こ
の
墓
地
ら
し
い
地
所
を
、
赤
井
氏



の
子
孫
と
い
う
人
が
耕
作
し
て
い
る
。(

赤
岩)

舞
木
城 

舞
木
城
は
赤
岩
と
山
続
き
で
、
舞
木
の
入
口
の
権
現
橋
の
端
に
権
現
様 

の
石
宮
が
祭
っ
て
あ
る
。
お
宮
が
あ
っ
て
絵
馬
な
ど
も
上
げ
て
あ
っ
た
。(

赤
岩)

俵 

瀬 

埼
玉
県
大
里
郡
妻
沼
町
俵
瀬
は
、
昔
、
赤
岩
の
領
分
だ
っ
た
の
で
菩
提 

寺
が
赤
岩
に
あ
り
、
今
で
も
盆
ブ
チ
に
は
赤
岩
へ
来
る
。
昔
、
利
根
川
に
俵
を
並
べ 

て
そ
の
上
を
伝
わ
っ
て
渡
っ
て
き
た
と
い
う
。(

赤
岩)

日
ノ
御
子
様 

上
五
箇
に
あ
り
、
源
義
家
東
征
の
と
き
、
利
根
川
に
つ
き
あ
た
り 

渡
河
し
て
い
る
と
、
東
か
ら
太
陽
が
昇
っ
て
き
た
。
思
わ
ず
そ
れ
を
拝
み
、
そ
の
地 

に
日
ノ
御
子
様
と
し
て
祠
を
つ
く
っ
た
。
そ
の
祠
は
現
在
愛
宕
神
社
に
移
し
て
あ
る
。
 

義
家
は
そ
こ
か
ら
湿
田
に
大
木
を
伐
倒
し
て
通
り
鞍
か,
け
山
に
出
て
い
っ
た
と
伝
え 

ら
れ
て
い
る
。(

上
中
森)

赤
岩
の
名 

昔
、
浅
間
山
が
噴
火
し
た
時
に
利
根
川
を
岩
が
流
れ
て
き
た
。
対
岸 

の
武
州
側
か
ら
見
た
ら
、
赤
い
岩
が
残
っ
て
い
た
の
で
、
赤
岩
と
い
う
ょ
う
に
な
っ 

た
。
そ
の
後
、
赤
い
岩
は
流
れ
て
な
く
な
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
赤
岩
だ
と
い
う
石
が 

岩
田
屋
の
屋
敷
内
に
あ
る
と
も
い
う
。(

赤
岩)

赤
岩
城 

赤
岩
城
は
光
恩
寺
の
裏
で
、
安
楽
寺
の
東
に
あ
っ
た
。
城
主
は
赤
井
照 

光
だ
っ
た
。(

赤
岩)

赤
城
山 

先
祖
の
藤
原
秀
郷
が
赤
城
山
の
ム
カ
デ
を
退
治
し
た
の
で
、
舞
木
の
人 

は
赤
城
山
へ
登
山
で
き
な
い
。

舞
木
の
人
は
赤
、城
へ
行
か
な
い
。
俵
藤
太
秀
郷
の
出
生
地
な
の
で
。(

赤
岩)

舞
木
の
名 

昔
中
島
に
舞
木
太
郎
と
い
う
人
が
い
て
、
そ
の
人
の
名
を
と
っ
た
と 

も
い
い
、
ま
た
、
藤
原
長
良
公
が
羽
生
の
猪
熊
森
高
を
攻
め
た
と
き
、
中
島
の
地.
に 

祭
壇
を
設
け
て
出
陣
し
、
帰
っ
て
く
る
と
楙
が
空
中
に
舞
い
上
っ
た
。
そ
の
た
め
中 

島
を
改
め
て
舞
木
村
と
し
た
と
い
う
。(

舞
木)

龍
宮
伝
説 

五
軒
屋
敷
の
町
田
源
次
氏
の
井
戸
は
龍
宮
ま
で
と
ど
い
て
い
た
と
い 

う
。
中
が
え
ぐ
れ
て
い
て
も
崩
れ
な
い
井
戸
で
、
こ
の
井
戸
の
こ
と
を
田
原
藤
太
秀 

郷
生
ぶ
湯
の
井
戸
と
も
い
う
。
こ
の
近
く
に
城
下
と
い
う
地
名
が
あ
り
、
田
原
山
光 

西
寺
が
あ
る
。
そ
こ
に
秀
郷
の
碑
が
あ
る
。
大
塚
半
蔵
氏
等
の
努
力
に
ょ
り
、
中
村 

孝
也
博
士
の
撰
文
で
あ
る
。
も
と
は
こ
の
付
近
に
も
塚
が
あ
り
、
城
の
裏
鬼
門
に
八 

幡
、
表
鬼
門
に
稲
荷
様
が
ま
つ
っ
て
あ
っ
た
。

藤
原
秀
郷
う
ぶ
湯
の
井
戸
が
町
田
源
左
ヱ
門
家
の
井
戸
で
あ
る
と
い
う
。
五
軒
屋 

敷
の
中
に
あ
る
。
い
く
ら
汲
ん
で
も
尽
き
な
い
井
戸
で
、
龍
宮
ま
で
続
い
て
い
る
と 

い
う
。(

舞
木)

カ
ク
レ
ザ
ト 

昔
は
、
子
供
が
夕
方
泣
く
と
、
「
カ
ク
レ
ザ
ト
に
か
く
さ
れ
る
か
ら 

泣
く
の
で
は
な
い
」
と
注
意
さ
れ
た
。
大
正
五
年
の
初
秋
ご
ろ
、
五
才
の
子
が
カ
ク 

レ
ザ
ト
に
か
く
れ
て
、
く
る
わ
中
の
大
騒
ぎ
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
日
が
暮
れ
て 

も
い
な
い
の
で
、
皆
で
見
付
け
た
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
三
百
年
も
た 

つ
白
椿
の
木
の
て
っ
ぺ
ん
で
、
が
さ
り
と
音
が
し
た
の
で
、
念
の
た
め
に
登
っ
て
み 

た
ら
、
木
の
枝
の
上
で
そ
の
子
が
眠
っ
て
い
る
の
が
見
付
か
っ
た
。
本
人
も
い
つ
ど 

う
に
し
て
登
っ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
う
ち
に
、
夢
中
で
上
に
登
っ
て
眠
っ
て
い
た
も 

の
で
あ
る
。
そ
の
木
の
下
は
大
勢
の
人
が
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
見
付
け
た
の
に
、
 

全
然
気
付
か
な
か
っ
た
。
こ
ん
も
り
し
て
い
る
枝
の
上
に
、
七
、
八
尺
の
高
さ
だ
っ
た 

か
ら
、
か
く
れ
て
見
え
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
の
子
は
現
存
し
て
い
る
。(

赤
®
!
)

入
定
様 

せ
ん
ぎ
り
ぎ
ん
た
ま
に
悩
ん
で
い
る
山
伏
が
い
た
。
お
れ
は
死
ん
だ
ほ 

う
が
い
い
。
お
れ
を
穴
掘
っ
て
入
れ
て
く
れ
と
い
う
の
で
、
そ
の
通
り
に
し
て
埋
め

狂犬を退治したという刀(上五箇)

(関口正己撮影)



た
。
七
日
松
虫
鉦
を
叩
い
て
い
た
が
死
ん
だ
。
下
の
病
の
願
を
か
け
る
。(

福
島)

光
恩
寺
は
弘
法
大
師
が
開
山
し
て
、
あ
と
に
優
秀
な
弟
子
を
お
い
て
、
去
っ
た
。
 

何
年
か
た
っ
て
、
本
山
か
ら
諸
国
修
業
に
出
た
坊
さ
ん
が
や
っ
て
来
て
、
そ
の
弘
法 

大
師
の
弟
子
の
僧
と
禅
問
答
を
し
た
と
こ
ろ
、
負
け
て
し
ま
っ
た
。
修
業
僧
は
、
本 

山
で
も
負
け
、
今
ま
た
田
舎
坊
主
と
問
答
し
て
負
け
た
こ
と
を
口
惜
し
が
り
、
つ
い 

に
利
根
川
の
ほ
と
り
に
あ
っ
た
赤
岩(

と
い
ぅ
岩)

の
そ
ば
に
赤
樫
の
杖
を
お
い
て 

た
も
と
に
い
っ
ぱ
い
石
を
入
れ
て
水
定
し
て
し
ま
っ
た
と
い
ぅ
。(

赤
岩)

窪
の
片
目
の
白
蛇 

鎮
守
の
境
内
に
あ
る
弥
々
子
様
は
、
以
前
鍋
谷
の
窪
に
あ
っ 

た
。
今
は
雑
木
が
立
ち
こ
め
て
い
る
が
、
こ
こ
に
古
井
戸
が
あ
り
、

一
尺
位
の
白
い 

片
目
の
蛇
が
た
く
さ
ん
住
ん
で
い
る
。
不
思
議
な
こ
と
な
の
で
弥
々
子
様
の
跡
地
に 

弁
天
様
を
ま
っ
た
。(

鍋
谷)

<i
柱
家
を
建
て
る
と
き
に
竜
柱
を
た
て
る
が 

こ
れ
は
建
築
の
本
に
よ
る
と
聖
徳
太
子
を
祭
る
の
だ
と 

い
う
。
し
か
し
、
こ
れ
に
は
次
の
よ
う
な
話
が
伝
わ
っ 

て
い
る
。

あ
る
宮
大
工
が
お
宮
を
建
て
る
時
、
拝
殿
の
柱
を
一 

本
短
か
く
し
て
し
ま
っ
た
。
困
り
は
て
て
い
る
と
、
女 

房
に
何
か
あ
っ
た
の
か
と
感
付
か
れ
て
し
ま
っ
た
。
大 

エV

、
実
は
こ
う
だ
、
腹
切
り
問
題
だ
と
い
う
と
、
女 

房
よ
や
り
よ
う
に
よ
っ
て
は
何
と
か
な
る
だ
ろ
う
と
い 

っ
た
。
そ
し
て
長
い
方
の
柱
を
切
っ
て
同
じ
長
さ
に
し 

て
、
沓
石
を
お
け
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
教
え
た
。
 

建
て
前
を
し
た
ら
、
よ
く
で
き
た
と
ひ
ど
く
ほ
め
ら
れ 

た
〇
と
こ
ろ
が
女
房
に
教
わ
っ
て
や
っ
た
と
い
う
の
で 

はt

だ
、
ば
れ
る
と
い
け
な
い
と
い
う
わ
け
で
女
房
を 

殺
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
か
ら
は
女
房
が
た
た
っ
て
何 

を
や
っ
て
も
う
ま
く
い
か
な
い
。
そ
こ
で
女
房
を
祭
っ 

た
。
竜
柱
に
ヘ
ィ
ソ
ク
と
女
の
化
粧
道
具(

紅
•

白
粉.

ヵ
モ
ジ
・
櫛)

を
か
な
ら
ず
つ
け
て
や
っ
た
。

女
房
の
ミ
タ
マ
を
や
す
め
た 

そ
わ 

以
後•
順
序
ょ
く
い
っ
た
。

竜
主̂

鬼
門
の
方
に
た
て
る
。
最
初
は
鶴
を
書
い
た
矢
を
鬼
門
の
方
に
向
け
て
た 

て
る
。
上
棟
式
に
な
る
と
亀
の
書
か
れ
た
矢
を
裏
鬼
門
に
た
て
る
。(

天
神
原)

寮
の
松 

松
の
根
元
に
庚
申
様
の
眷
族
の
腹
に
蛇
の
目
形
の
あ
る
蛇
が
い
た
。
花 

籠
の
竹
を
、
蛇
の
ロ
か
ら
尻
に
つ
ん
ぬ
い
た
も
の
で
あ
る
。
三
日
た
っ
て
、
抜
い
た 

が
、
気
の
違
ぅ
子
が
で
き
た
。
落
し
物
や
ヒ
ル
テ
ン(

空
巣
ね
ら
い)

が
あ
る
と
、
 

庚
申
様
を
荒
繩
で
し
ば
っ
た
。
す
る
と
、

一
昼
夜
の
ぅ
ち
に
出
た
。
こ
の
木
に
、
ゴ 

ヘ
ィ
ド
リ
が
来
て
、
夜
も
さ
む
し
げ
に
鳴
い
た
。(

福
島)

首
切
り
地
蔵
村
の
人
が
食
え
ね
え
ん
で
、
お
寺
の
木
を
売
っ
て
、
村
の
人
を
救 

っ
た
が
、
寺
社
奉
行
に
や
ら
れ
て
、
こ
こ
で
切
ら
れ
た
。
四
体
あ
る
。(

福
島)

行人塚(下中森)
堤防を守るため生きながら入定した人を祭る 

という。 (関口正己撮影)

中央の森に片目の白蛇が住む(鍋谷)

(中村和三郎撮影)



寮の松(福島)

(上野勇撮影)

庚申様(福島)

(上野勇撮影)

首切り地蔵(福島)(上野勇撮影)

カ
ッ
パ 

盆
月
に
水
あ
び
に
行
く
と
、
盆
ざ
か
な
に
カ
ワ
ッ
パ
が
と
り
に
く
る
か 

ら
水
あ
び
に
行
く
な
。.
.
.

盆
月
七
月
に
川
に
水
泳
に
行
く
と
盆
に
食
べ
る
魚 

を
カ
ワ
ッ
パ
が
取
り
に
来
て
、
人
間
が
い
る
と
取
っ
て
行
く
の
で
危
険
だ
か
ら
水
泳 

に
行
く
な
と
い
わ
れ
た
。

川
で
水
あ
び
し
て
る
と
、
カ
ワ
ッ
パ
が
人
の
腹
の
中
の
も
の
を
食
べ
る
。

川
で
水
泳
し
て
い
て
死
ぬ
と
一
度
は
沈
ん
で
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
浮
い
て
く
る 

の
は
、
カ
ワ
ッ
パ
が
人
間
の
内
臓
を
食
べ
て
し
ま
ぅ
の
で
浮
い
て
く
る
。
カ
ワ
ッ
パ 

は
こ
の
内
臓
を
好
む
か
ら
危
険
だ
と
い
わ
れ
て
い
た
。

こ
の
地
方
は
、
川
の
水
の
流
れ
に
ょ
っ
て
、
ス
シ
タ
、
ス
ス 

夕
と
い
わ
れ
る
や
わ
ら
か
い
土
地
や
砂
な
ど
が
た
ま
り
、
そ
こ 

に
踏
み
込
む
と
深
く
沈
む
危
険
が
多
か
っ
た
。
こ
こ
に
は
い
っ 

た
場
合
は
、
川
の
水
の
流
れ
る
方
向
に
に
げ
な
い
と
ぬ
け
な
い
。
 

利
根
川
を
横
切
っ
て
泳
い
だ
時
期
は
十
四
、
五
才
だ
っ
た
。
途 

中
で
つ
か
れ
た
ら
流
さ
れ
な
が
ら
休
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ 

た
。(

中
島)

お
屋
敷
山 

昔
か
ら
オ
ヤ
シ
キ
山
と
い
っ
て
い
る
。
今
で
は 

陸
田
に
な
っ
て
い
る
。
何
故
オ
ヤ
シ
キ
山
と
い
う
か
と
い
う
と
、
 

も
と
、
館
林
の
秋
元
様
が
宅
地
取
り
を
し
た
と
こ
ろ
だ
か
ら
で 

あ
る
。
近
年
ま
で
ヵ
マ
ィ
堀
が
あ
っ
た
。

秋
元
さ
ん
に
白
狐
が
夢
じ
ら
せ
を
し
て
、
こ
こ
に
屋
敷
を
建 

て
る
と
長
の
じ(

長
く
つ
づ
く
こ
と
。)

が
な
い
と
い
う
。
さ
ら 

に
白
狐
が
尾
で
引
い
て
教
え
る
か
ら
と
い
う
の
で
、
館
林
の
三 

の
丸
に
越
し
た
。
白
狐
が
尾
を
引
い
て
仕
上
っ
た
の
で
尾
引
き 

の
城
と
い
う
。
館
林
に
は
尾
引
き
稲
荷
が
あ
る
。

オ
ヤ
シ
キ
跡
を
開
墾
し
た
と
き
、
石
宮
が
で
て
き
た
り
、
埴
輪
が
で
て
き
た
。
埴 

輪
は
学
校
に
持
っ
て
い
っ
た
。

秋
元
様
は
こ
の
辺
を
城
下
町
に
し
ょ
う
と
し
た
ら
し
い
。
平
地
林
を
六
畝
割
り
に 

し
た
り
、
道
も
広
い
所
は
三
間
道
、
狭
い
所
で
も
二
間
道
で
あ
る
。(

天
神
原)
•

二

昔
 

話

三
人
兄
弟 

昔
々
あ
っ
て
、
子
ど
も
が
三
人
い
て
、
男
の
子
、
名
前
な
ん
か
忘
れ 

ち
ゃ
っ
た
な
。
そ
ん
で
ま
あ
、
ど
こ
か
へ
か
働
き
行
っ
て
、
何
か
覚
え
て
き
ょ
う
っ 

て
ん
で
、
そ
ん
で
三
人
し
て
、
う
ち
を
出
て
っ
た
ら
、
道
が
三
方
に
あ
っ
た
か
ら
、
 

あ
に
さ
ん
は
こ
っ
ち
の
道
行
く
、
弟
は
こ
っ
ち
の
道
、
三
番
目
が
右
に
入
っ
た
と
か 

し
て
ね
、
そ
う
し
た
ら
ね
、
あ
に
さ
ん
は
な
に
や
ら
仕
事
を
し
、
弟
は
鍛
治
屋
を
習
っ



て
来
て
、
鍛
治
屋
に
な
っ
た
。
あ
に
さ
ん
は
忘
れ
た
ね
。

一
番
し
ま
い
の
人
が
ね
、
 

行
っ
た
ら
ば
、
泥
棒
の
う
ち
へ
行
っ
た
ね
。
泥
棒
習
っ
て
来
た
っ
て
ね
。
そ
れ
で
、
 

一
人
は
乞
食
だ
っ
た
か
ね
。
お
椀
を
持
っ
て
来
た
っ
て
い
う
か
ら
、
そ
ん
で
一
番
小 

さ
い
人
、
泥
棒
か
ね
、
そ
れ
で
ね
、
庄
屋
様
だ
か
、
名
主
様
へ
行
っ
て
、
泥
棒
の
話 

し
た
ら
、
泥
棒
に
入
れ
っ
て
ん
で
、
じ
ゃ
今
夜
泥
棒
に
来
る
か
ら
っ
て
、
旦
那
様
寝 

ず
に
番
し
て
る
ん
だ
っ
て
ね
。
今
来
る
か
、
今
来
る
か
っ
て
、
寝
ず
に
番
し
て
た
ら
、
 

そ
の
晩
に
雨
が
降
っ
て
ね
、
そ
れ
で
あ
れ
だ
、
傘
を
広
げ
て
お
い
て
ね
、
雨
ん
だ
れ 

で
、
パ
チ
ン
コ
パ
チ
ン
コ
、
パ
チ
ン
コ
パ
チ
ン
コ
、
ま
だ
一
所
懸
命
寝
ず
に
香
を
し 

て
い
た
ら
、
そ
の
う
ち
に
ね
、
下
を
穴
掘
っ
て
入
っ
て
、
千
両
箱
か
つ
ぎ
出
し
て
、
 

貰
っ
て
行
く
ょ
。
寝
ず
に
番
し
て
い
て
、
取
ら
れ
る
の
が
知
ん
な
か
っ
た
っ
て
、
ま 

だ
パ
チ
パ
チ
し
て
い
る
ん
で
、
ま
だ
入
れ
ず
に
い
る
の
か
と
思
っ
た
ら
、
そ
の
ま
に
、
 

土
蔵
の
地
形
の
下
、
穴
掘
っ
て
、
貰
っ
て
行
く
か
ら
ね
っ
て
、
い
っ
た
っ
て
、
そ
ん 

な
話
が
、
昔
あ
り
ま
し
た
ね
。
い
ち
が
酒
買
っ
て
、
こ
れ
で
終
っ
た
。(

福
島) 

は
て
な
し
話 

天
か
ら
長
い
古
襌
が
下
っ
て
来
て
、
た
ぐ
っ
て
も
、
た
ぐ
っ
て
も
、
 

た
ぐ
り
き
ん
な
い
と
さ
。
た
ぐ
っ
て
も
、
た
ぐ
り
き
ん
な
い
と
さ
。(

福
島)

え
び
す
さ
ま
と
だ
い
こ
く
さ
ま 

え
び
す
様
は
、
米
を
一
粒
倍
く
り
け
え
し
で
だ 

い
こ
く
様
を
使
っ
た
と
い
う
。
だ
い
こ
く
様
は
一
所
け
ん
め_

,

働
,

た
の
で 

上
に 

の
っ
て
も
背
負
っ
て
も
間
に
合
わ
な
い
ほ
ど
、
余
る
ほ
ど
に
米
が
残
っ
た
。
と
こ
ろ 

が
え
び
す
様
は
だ
い
こ
く
様
に
や
ら
せ
て
お
い
て
自
分
で
は
、
毎
日
魚
釣
り
ば
か
り 

し
て
い
た
の
で
鯛
が
一
匹
残
っ
た
だ
け
だ
と
い
う
。
だ
い
こ
く
様
は
、

一
粒
倍
く
り 

け
え
し
で
、
え
び
す
様
に
ト
ッ
キ
リ
か
け
た
こ
と
に
な
る
。
人
間
は
た
ら
か
な
け
れ 

ば
だ
め
だ
。(

新
福
寺)

オ
ト
ヵ 

高
関
の
鯉
屋
で
二
匹
の
鯉
を
も
ら
っ
て
背
負
っ
て
来
た
が
、
千
石
の
岡 

山
で
と
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。今
は
団
地
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
昔
は
悪
い
と
こ
ろ
で
、
 

さ
み
し
い
ば
か
り
か
オ
ト
ヵ
の
巣
が
あ
っ
て
、
魚
な
ど
は
必
ら
ず
と
ら
れ
た
。

関
番
の
じ
ん
さ
ん
は
、
帰
り
が
け
に
鉈
を
腋
の
下
に
は
さ
ん
で
帰
っ
て
き
た
ら
、
 

向
う
か
ら
エ
プ
ロ
ン
を
か
け
た
女
が
や
っ
て
来
る
の
で
「
い
い
女
が
来
た
な
」
と
思
っ 

て
い
る
と
、
二
間
く
ら
い
前
で
ポ
ッ
と
消
え
て
、
ま
た
通
り
す
ぎ
る
と
脇
の
方
へ
あ

ら
わ
れ
て
い
せ
い
よ
く
自
分
の
方
へ
と
ん
で
来
る
の
で
、
来
た
ら
ひ
つ
き
つ
て
や
ろ 

う
と
し
た
が
目
の
前
で
チ
ョ
イ
ッ
ト
止
ま
つ
て
見
え
な
く
な
つ
た
。
オ
ト
カ
の
し
わ 

ざ
だ
つ
た
と
い
う
。(

新
福
寺)

柴

崎

某(

明
治
三
十
五
年
生)

が
十
八
才
の
こ
ろ
、
中
村
に
地
芝
居
が
盛
ん
で
手 

伝
い
に
行
つ
た
。
三
晩
あ
け
て
、
芝
居
の
打
切
り
の
夜
、
お
酒
を
ご
ち
そ
う
に
な
り 

子
ど
も
へ
イ
カ
を
み
や
げ
に
持
つ
て
夜
道
を
歩
い
て
帰
つ
て
き
た
。
八
幡
様
の
入
口 

で
お
つ
こ
ろ
が
つ
た
の
は
覚
え
て
い
る
が
、
い
く
ら
行
つ
て
も
家
が
な
い
。

一
晩
中 

歩
い
て
、
明
か
る
く
な
つ
て
見
た
ら
五
反
田
が
見
え
た
。
秋
の
こ
ろ
で
、
身
体
中
に 

萱
で
引
つ
か
き
だ
ら
け
に
な
り
、
ヤ
マ
ジ
ラ
ミ
の
実
が
い
つ
ぱ
い
付
い
て
い
た
。
イ 

力
は
食
わ
れ
て
し
ま
つ
た
。
オ
ト
カ(

狐)

に
マ
ヤ
カ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。(

赤
岩)

桧
内
の
シ
ン
ヤ
ン
が
家
の
人
が
館
林
の
暮
市
に
行
つ
て
見
物
し
て
か
ら
、
酒
を
一 

杯
ひ
つ
か
け
て
帰
つ
て
来
た
。
ど
こ
か
で
オ
ト
カ
か
ム
ジ
ナ
に
取
つ
付
か
れ
て
、
こ 

の
道
を
通
つ
た
〇
こ
う
も
り
傘
に
品
物
を
付
け
て
担
い
で
、
て
こ
て
こ
歩
い
て
来
た
。
 

あ
の
人
は
桧
内
の
あ
そ
こ
ん
家
の
人
だ
と
い
う
声
は
聞
こ
え
た
。
村
の
人
が
取
つ
つ 

か
ま
え
て
、
ど
こ
へ
行
く
の
か
と
聞
く
と
、
「
こ
の
ア
マ
が
お
れ
げ
に
取
つ
付
い
て
、
 

離
れ
な
く
て
し
ょ
う
が
ね
え
。
よ
せ
よ
こ
の
ア
マ
、
よ
せ
よ
こ
の
ア
マ
」
と
い
う
が
、
 

誰
も
付
い
て
い
な
い
。
人
々
が
家
へ
連
れ
こ
ん
だ
ら
、
品
物
は
な
く
て
、
背
中
は
ぼ 

ろ
ぼ
ろ
に
破
れ
て
い
た
。
泥
足
で
飛
び
つ
い
た
り
さ
れ
た
ら
し
く
汚
れ
て
い
た
。

館
林
か
ら
夜
自
転
車
で
帰
つ
て
来
る
時
に
、
先
の
方
を
自
転
車
で
い
く
人
が
い
る 

の
で
、追
つ
つ
こ
う
と
し
て
い
く
ら
一
所
け
ん
め
い
走
つ
て
も
追
つ
つ
け
な
か
つ
た
。
 

十
一
時
過
ぎ
で
、

一
本
道
だ
つ
た
が
、
そ
の
う
ち
前
の
車
の
明
か
り
が
消
え
て
何
も 

な
か
つ
た
。(

赤
岩)

蹄
鉄
屋
の
じ
い
さ
ん
は
、
昼
休
み
に
キ
ノ
コ
と
り
に
行
く
と
い
つ
て
前
の
山
へ 

行
つ
た
。
ま
わ
り
は
麦
畑
で
、
自
分
で
は
山
へ
入
つ
た
つ
も
り
だ
が
畑
の
中
を
お
し 

て
歩
い
て
い
た
。
見
る
と
着
物
を
み
ん
な
ぬ
い
で
頭
に
し
ば
り
つ
け
て
「
お
お
深
い
、
 

お
お
深
い
」
と
い
つ
て
お
し
ま
わ
り
、
隣
り
の
じ
い
さ
ん
が
西
の
家
へ
寄
り
こ
ん
で 

「
お
れ
ん
ち
は
ど
こ
へ
行
つ
た
ら
よ
か
ん
ベ
」
と
聞
い
た
の
で
、
そ
こ
の
家
の
ば
あ 

さ
ん
に
「
ね
ぼ
け
る
な
」
と
叱
ら
れ
て
「
お
一
気
が
つ
い
た
」
と
い
う
話
が
あ
つ



た
。
オ
ト
カ
に
化
か
さ
れ
た
と
い
う
。

子
ど
も
の
こ
ろ
は
、
小
雨
の
降
る
晩
な
ど
は
田
ん
ぼ
の
く
ろ
を
、
ち
ょ
ろ
ち
ょ
ろ 

し
て
、
つ
い
た
り
消
え
た
り
す
る
あ
か
り
が
見
え
、
ボ
ゥ
ッ
と
し
て
列
に
な
っ
た
り
、
 

シ
ャ
ン
シ
ャ
ン
音
が
す
る
と
い
わ
れ
た
。
オ
ト
ー
カ
の
嫁
ど
り
で
、
鍋
谷
か
ら
中
島 

の
浅
間
さ
ん
に
嫁
入
り
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
よ
く
い
っ
た
。

夕

方

「
子
ど
も
た
ち
が
か
く
れ
ん
ぼ
を
す
る
も
ん
で
は
な
い
、
連
れ
て
ゆ
か
れ
る 

か
ら
」
と
親
た
ち
に
い
わ
れ
た
が
、
そ
こ
に
い
る
者
を
見
え
な
く
す
る
の
だ
か
ら
才 

ト
カ
は
術
を
知
っ
て
い
て
、
術
を
か
け
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
す
ご
い
。

宝
林
寺
の
裏
の
い
な
り
さ
ん
の
と
こ
ろ
は
、
オ
ト
カ
の
巣
で
、
杉
の
木
の
根
元
に 

穴
が
あ
り
、
そ
こ
を
の
ぞ
い
て
見
る
と
キ
ラ
キ
ラ
光
っ
て
見
え
た
。
オ
ト
カ
が
子
を 

育
て
る
と
き
に
は
赤
飯
を
も
っ
て
行
っ
た
人
も
い
る
。

山
形
屋
の
弁
天
さ
ん
の
と
こ
ろ
へ
行
く
と
き
は
、
火
の
玉
が
よ
く
と
ん
だ
が
、
才 

ト
カ
の
し
わ
ざ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。(

新
福
寺)

狐 

後
を
つ
け
て
く
る
か
ら
、
く
る
っ
と
回
っ
て
灯
で
照
ら
す
と
姿
が
み
え
る
。
 

ま
た
煙
草
を
す
う
と
よ
い
。

田
圃
の
中̂

狐
に
ば
か
さ
れ
て
、
「
オ
ー 

フ
ヶ
エ
。
フ
ヶ
エ
。
」
とL

-O
て
は
っ 

て
い
た
人
も
あ
る
。

オ
ト
ゥ
ヵ
の
提
灯
行
列
を
見
た
お
ぼ
え
が
あ
る
。(

萱
野)

大
食•

大
力 

煮
ぼ
う
と
を
、
五
十
人
鍋
食
っ
た
。

一
杯
ぐ
れ
え
食
え
っ
て
い 

う
か
と
思
っ
た
ら
、
き
れ
い
に
食
っ
ち
ゃ
っ
て
、
毒
じ
ゃ
ね
え
か
っ
て
い
っ
た
ら
、
 

毒
じ
ゃ
ね
え
、
こ
ん
な
も
ん
だ
っ
て
、
逆
立
ち
し
て
歩
い
た
。
も
の
ぐ
さ
く
て
、
小 

さ
い
か
か
あ
に
、
リ
ヤ
ヵ
—
引
か
せ
て
歩
い
た
。
柏
餅
を
味
噌
こ
し
二
杯
食
っ
た
。

一
 

つ
に
十
五
入
る
。
夏
の
祇
園
に
呼
ば
れ
て
行
っ
て
、
遠
慮
し
い
し
、
饅
頭
を
九
十 

食
っ
た
。
出
す
方
が
た
ま
げ
た
。
皆
食
っ
ち
ゃ
悪
い
か
ら
少
し
残
し
た
。
食
う
ん
と 

力
は
、
た
い
し
た
も
ん
だ
。
飯
は
一
升
一
ぺ
ん
に
食
っ
て
、
八
十
貫
か
つ
い
だ
。
八 

幡
講
の
相
撲
に
、
杖
ん
ぼ
二
本
つ
い
て
来
て
、
今
の
若
い
て
え
は
、
見
ら
れ
た
も
ん 

じ
ゃ
ね
え
、
そ
ん
な
弱
い
の
ば
か
り
か
、
そ
う
し
た
ら
、
青
年
だ
か
ら
怒
っ
ち
ゃ
っ 

た
。
そ
れ
じ
ゃ
し
ょ
う
が
ね
え
か
ら
お
れ
と
や
る
か
、
三
十
人
、
き
れ
い
に
放
り
投 

げ
た
。(

福
島)

力 

石 

金
剛
院
の
墓
石
を
量
っ
て
、
三
十
貫
、
三
十
五
貫
と
か
つ
い
だ
。
九
十 

貫
か
つ
い
だ
も
の
も
あ
る
。
木
の
臼
は
、
慣
れ
な
け
れ
ば
か
つ
げ
な
い
。
杉
田
伝
蔵 

は
、
子
ど
も
を
お
ぶ
っ
て
、
足
駄
を
は
い
て
、
子
ど
も
の
頭
を
、
向
う
へ
や
っ
て
、
 

三
十
六
貫
か
つ
い
だ
。(

福
島)

酒
の
強
い
人 

妻
沼
の
シ
ョ
ゥ
デ
ン
サ
マ
の
祭
り
に
は
、
お
参
り
の
人
へ
酒
が
出 

る
。
熊
さ
ん
と
い
う
人
は
、
桝
酒
で
、
七
合
、
五
合
、
三
合
と
七
五
三
で
や
っ
て
き 

た
と
い
う
。
強
い
人
は
三
升
は
飲
ん
だ
。(

瀬
戸
井)

昔
は
酒
を
馬
の
背
中
に
の
せ
て
こ
も
包
み
で
運
ん
だ
。
好
き
な
人
は
樽
に
錐
で
も 

ん
で
穴
を
あ
け
、
そ
こ
か
ら
す
す
っ
て
飲
ん
だ
あ
と
、
竹
の
ひ
ご
を
さ
し
て
止
め
て 

き
た
。
主
人
が
文
句
を
い
え
ば
、
「樽
が
吸
っ
た
」
と
い
っ
た
。(

新
福
寺)

大
食
い 

舞
木
の
人
で
、金
時
と
い
う
さ
つ
ま
い
も
を
一
貫
匁
食
べ 

た
人
が
い
る
。

(

新
福
寺)

変
り
も
の 

理
屈
家
が
い
た
。
里
帰
り
を
し
た
。
向
う
の
人
は
、
あ
い
さ
つ
に
早 

か
っ
た
ね
と
い
う
の
が
常
識
だ
か
ら
、
「早
か
っ
た
ね
」
と
い
う
と
、
「
そ
う
か
ね
、

金剛院(福島)(上野勇撮影)

力石(福島)この石をかつL、だ 

(上野勇撮影)



早
か
っ
ち
ゃ
、
ま
た
家
へ
行
っ
て
来
る
」
っ
て
、
帰
っ
て
し
ま
っ
た
。
「
お
ら
今
日
は 

四
万
へ
行
く
ベ
え
と
思
も
う
ん
だ
」
と
、
朝
い
っ
た
。
俄
か
雨
で
、
家
の
も
の,

は
逃 

げ
て
来
た
。
「
お
じ
い
さ
ん
が
い
る
か
ら
、
蓋
ぐ
ら
い
し
た
と
思
っ
た
」
と
い
う
と
「
間 

抜
野
郎
、
お
れ
は
四
万
へ
行
っ
て
る
っ
て
、
い
っ
て
る
ん
だ
〇
四
万
か
ら
手
が
届
く 

か
」

っ
て
全
然
蓋
を
し
な
か
っ
た
。(

福
島)

杉
田
伝
蔵 

信
心
深
く
、
伊
勢
参
り
を
二
十
回
ぐ
ら
い
し
た
。
馳
け
る
の
も
早
い
。
 

博
打
を
打
っ
て
て
、
伝
蔵
だ
っ
て
い
う
と
、
追
っ
か
け
な
か
っ
た
。
警
察
の
帳
薄
に 

載
っ
て
い
た
。
お
寺
で
開
帳
し
て
、
博
打
を
打
っ
て
た
ら
、
巡
査
が
来
た
。
逃
げ
出 

し
た
ら
、
洋
傘
を
忘
れ
た
。
そ
れ
で
、
ひ
っ
け
っ
て
、
洋
傘
持
っ
て
逃
げ
た
が
、
巡 

査
が
お
っ
つ
け
な
か
っ
た
。(

福
島)

過
ぎ
た
も
の 

福
島
に
過
ぎ
た
る
も
の
が
二
つ
あ
り
、
杉
田
伝
蔵
、
寮
の
松
。
杉 

田
伝
蔵
は
、
稲
荷
様
や
神
社
仏
閣
に
寄
附
を
し
た
。
運
が
悪
く
、
後
は
絶
え
た
。
寮 

の
松
は
、
金
剛
院
の
寮
の
あ
る
飛
地
の
松
で
、
根
元
に
庚
申
様
が
祭
っ
て
あ
る
。
最 

近
枯
れ
た
。(

福
島)

し
ま
り
や
飯
を
三
杯
食
う
人
と
、
二
杯
食
う
人
で
は
、

一
か_

にW

ロ
が
一
つ 

違
う
。(

福
島)

田
舎
芝
居 

赤
岩
の
柿
沼
さ
ん
の
お
じ
い
さ
ん
伝
内
は
田
舎
芝
居
の
名
手
で
た
い 

し
た
も
ん
だ
っ
た
。
と
く
に
神
崎
与
五
郎
の
東
下
り
、
文
覚
上
人
の
天
地
に
ら
み
を 

得
意
と
し
て
田
舎
団
十
郎
と
い
わ
れ
た
。(

赤
岩)

強
盗
の
ち
ょ
う
ち
ん
持
ち 

昔
は
一
時
、
押
し
入
り
強
盗
が
や
っ
て
き
た
。
四
、
 

五
人
で
く
り
こ
み
、
ま
ち
が
え
ば
切
る
の
で
家
人
は
遠
く
の
方
へ
逃
げ
た
。
明
り
が 

お
そ
く
ま
で
つ
い
て
い
る
と
ね
ら
わ
れ
る
の
で
早
く
灯
を
消
し
た
。
銭
は
ヵ
メ
に
入 

れ
て
縁
の
下
へ
か
く
し
、
泥
棒
の
た
め
に
い
く
ら
か
の
銭
を
包
ん
で
お
い
た
り
し
た
。
 

ア
ブ
ラ
屋
さ
ん
は
、
質
屋
で
金
貸
し
を
し
て
お
り
、
吉
田
へ
行
く
の
に
人
の
畑
を
通 

ら
ず
に
行
け
た
く
ら
い
の
金
持
ち
だ
っ
た
の
で
一
番
ね
ら
わ
れ
た
。
村
の
中
の
者
を 

脅
し
て
案
内
を
さ
せ
て
や
っ
て
来
る
の
だ
か
ら
困
っ
た
も
の
だ
っ
た
。

こ
う
し
た 

ち
ょ
う
ち
ん
持
ち
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
。(

新
福
寺)

ち
ん
小
僧 

背
の
小
さ
い
目
の
く
り
く
り
し
た
巡
査
が
い
た
。
お
っ
つ
け
て
は
言

わ
ね
え
が
、
陰
で
は
、
ち
ん
小
僧
と
い
っ
て
い
た
。
か
わ
り
も
の
を
作
っ
た
の
で
、
 

子
ど
も
に
持
っ
て
行
か
せ
た
。
名
を
知
ら
な
い
し
、
さ
ま
を
付
け
れ
ば
い
い
だ
ろ
う 

と
、
「
ち
ん
小
僧
さ
ま
」
と
い
っ
て
出
し
た
ら
、
「
こ
の
野
郎
」
と
い
っ
て
、
怒
ら
れ 

た
。
子
ど
も
に
は
、
い
い
加
減
な
こ
と
は
教
え
ら
れ
ね
え
。(

福
島)

ナ
ベ
ヤ
ッ
ヵ
ゼ 

五
反
田
の
一 

丁
内
の
く
え
が
婆
さ
ん
が
、
東
京
へ
出
か
け
て
迷 

い
子
に
な
っ
た
。
巡
査
に
聞
か
れ
た
が
、
「
一
 

丁
内
の
く
え
が
婆
さ
ん
」
と
い
う
だ
け 

で
見
当
が
つ
か
な
い
。
そ
の
う
ち
東
風
が
吹
い
て
来
た
ら
、
「
シ
タ
ヶ
が
吹
け
ば
、
ナ 

ベ
ヤ
ッ
ヵ
ゼ
」
と
い
っ
た
の
で
、
そ
れ
な
ら
と
探
し
て
、
や
っ
と
判
っ
た
。(

福
島) 

三

諺
•

酒

落

乞
食
の
雨(

ぱ
ら
ぱ
ら
降
る
雨)

と
親
の
ば
ち
は
、
あ
た
る
よ
う
で
あ
た
ら
な
い
。
 

(

中
島)

我
が
ま
ま
っ
子
の
飯
食
い 

あ
っ
ち
食
い
、
こ
っ
ち
食
い
、
食
い
ち
ら
す
。
 

銀
に
鉛 

お
れ
は
銀
、
向
う
は
鉛
、
相
手
に
し
ね
え
。

人
の
お
鉢
に
泥
を
入
れ
る 

飯
の
茶
碗
に
泥
を
入
れ
ち
ゃ
食
え
ね
え
。

あ
と
で
ゆ
う
の
が
、
福
助
の
頭 

将
棋
を
し
な
が
ら
「
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
く
ん
ね 

え
か
」
と
い
う
と
、
「
あ
と
で
ゆ
う
の
が 

_
」
と
い
う
。

嘘
と
坊
主
の
頭
い
っ
た
こ
と
ね
え
。

土
用
に
布
子
着
せ
ら
れ
ち
ゃ
叶
わ
ね
え 

時
に
合
っ
た
よ
う
に
し
な
く
ち
ゃ
。
 

天
道
様
に
鉄
砲 

君
の
話
は
、
天
道
様
に
鉄
砲
で
、
届
か
ね
え
。

大
根
泥
棒
は
、
抜
き
っ
ぱ
な
し 

仕
事
の
し
っ
ぱ
な
し
。

肝
と
豆
柿
、
猿
泣
か
せ 

柿
だ
か
ら
、
甘
い
と
思
っ
て
食
べ
る
と
、
え
ら
渋
い
。
 

付
き
合
っ
て
み
る
と
、
欲
が
深
い
。

親
が
井
戸
へ
入
っ
て
も
出
し
た
く
ね
え 

出
し
惜
し
み
。

女
の
小
便
と
、
こ
け
の
分
別
は
あ
と
廻
り
。

馬
鹿
と
ぼ
ろ
は
先
に
出
る 

ぼ
ろ
は
見
え
な
い
よ
う
に
す
る
が
、
ど
う
し
て
も
出



ち
ゃ
う
。
馬
鹿
は
出
な
く
て
い
い
の
に
、
先
に
出
る
〇

馬
鹿
で
も
膝
と
の
談
合
。

馬
鹿
に
つ
け
る
薬 

あ
る
人
が
馬
鹿
に
向
っ
て
、
「馬
鹿
に
つ
け
る
薬
は
ね
え
」
と

い
っ
た
。
す
る
と
「あ
っ
た
ら
、
高
か
ん
ベ
え
」
と
い
っ
た
。

五
箇
の
山
伏 

三
里
四
方
で
一
番
悪
い
、
泣
く
子
も
黙
る
。
何
を
い
っ
て
も
、
反 

対
す
る
も
の
を
、
「あ
の
野
郎
、
五
箇
の
や
ん
ぶ
し
だ
」
と
い
う
。(

福
島)

「何
に
も
な
ら
ず
五
箇
の
山
伏
」
と
い
わ
れ
る
。
上
五
箇
に
山
伏
屋
敷
の
地
名
が 

残
っ
て
い
る
。(

上
五
箇)

サ
サ
ラ
ス
ル
、
サ
サ
ラ
フ
ル
ゥ
こ
っ
ち
行
っ
ち
ゃ
お
ど
り
、あ
っ
ち
へ
行
っ
ち
ゃ 

お
ど
り
、
ど
こ
へ
で
も
ロ
を
か
け
て
顔
を
出
す
。

サ
サ
ク
フ
ム 

自
分
で
は
や
ら
ず
、
や
る
ふ
う
を
し
て
い
て
、
他
人
に
や
ら
せ
る 

こ
と
〇

坊
主
に
す
べ
え 

十

時(

住
持)

の
お
茶
の
こ
と
を
、
大
工
が
い
っ
た
。

芋
っ
葉
に
小
便
で
、
受
け
つ
け
ね
え

人
間
に
馬
の
窖
息
楽
つ
け
ち
ゃ
駄
目
人
間
に
は
、
人
間
の
窖
暴
、
適
当
な
も
の
を

つ
け
る
。

上
岡
の
観
音
様
で
、
う
ま
す
ぎ
る 

上
岡
の
観
音
様
に
は
、
馬
を
飼
っ
て
い
る
家 

で
は
、
か
な
ら
ず
参
詣
し
た
。(

福
島)

「
オ
カ
マ
の
ダ
ン
ゴ
と
ケ
ツ
メ
ド
の
ソ
バ
」 

接
近
し
て
い
る
こ
と
をV

う
。(

上

五
箇)貧

乏
油
の
い
ら
ね
え
火
の
車
。

馬
の
食
う
程
、
食
え
も
し
ね
え
。

馬
よ
り
太
え

針
金
、
鉋
か
け
た
よ
う
だ
痩
せ
て
い
る
者
の
た
と
え
。

馬
に
乗
っ
て
、
犬
に
吠
え
ら
れ
た
よ
う
だ 

ち
っ
と
も
お
っ
か
な
く
ね
え
。
屁
で 

も
ね
え
。
 

馬
が
物
覚
え
た
よ
う
だ 

飼
葉
桶
を
ガ
タ
ガ
タ
さ
せ
る
と
、
餌
を
や
る
の
で
、
食 

物
を
は
た
る
時
、
ガ
タ
ガ
タ
さ
せ
る
。

葦
切
の
ロ
に
土
用
が
入
っ
た
よ
う
だ 

い
つ
も
ぺ
ら
ぺ
ら
し
ゃ
べ
る
人
が
、

一
言 

も
い
わ
な
い
時
に
い
う
。

の
ど
お
か(

野
狐)

が

ほ

し(

宝
珠)

の
た
ま
抑
え
た
よ
う
だ 

価
値
の
ね
え
こ 

と
を
、

一
所
懸
命
や
っ
て
る
。

ボ
ク
リ
ュ
ー 

松
の
根
に
で
き
る
。
こ
れ
を
飲
む
と
、
何
に
で
も
き
く
。
何
で
も 

ロ
を
出
す
の
を
、
ボ
ク
リ
ュ
ー
の
よ
う
だ
と
い
う
。(

福
島)

ど
こ
で
も
、
何
に
で
も
首
を
つ
ん
だ
す
人
の
こ
と
を
、
ブ
ク
リ
ュ
ゥ
の
よ
う
た
と 

い
う
。(

新
福
寺)

河
童
の
巣
へ
け
つ
持
っ
て
く
よ
う
だ
。
自
分
で
自
分
を
し
ば
る
。(

福
島)

四

謎

な
ぞ
か
け
坊
主 

昔
は
、
な
ぞ
か
け
坊
主
と
い
う
の
が
来
た
。
あ
の
人
が
来
た
ら
、
 

恥
か
か
し
て
や
ろ
う
と
思
っ
て
、
「
な
ぞ
か
け
坊
主
、
く
そ
く
ら
え
」
と
い
っ
た
ら
、
 

「夏
の
あ
か
つ
き
と
解
く
」
と
い
っ
た
。
「
そ
の
こ
こ
ろ
は
」

っ
て
い
っ
た
ら
ン
「
西 

が

暗

え(

汝
が
食
ら
え)

」
と
い
っ
た
。(

福
島)

な
ぞ 

田
で
白
い
鼻
を
た
ら
し
て
い
る
も
の
は
何
？ 

綿
。(

萱
野)

五

方

言
•

そ
の
他

ノ
ゴ
キ 

畑
や
田
で
脱
こ
く
す
る
こ
と
。

ヤ

ベ

連

れ

て

行

く

こ

と

ス
ス
タ 

川
の
ふ
ち
の
と
こ
ろ
で
流
れ
て
来
た
や
わ
ら
か
い
土
で
う
め
ら
れ
て
い 

る
と
こ
ろ
。

ス
シ
タ
と
も
い
う
。

サ
ヵ
イ
セ
ブ
リ 

田
畑
な
ど
の
端
を
堀
り
隣
接
地
に
く
い
込
む
こ
と
。
サ
ヵ
イ
セ 

ブ
リ
は
枕
だ
ん
ご(

死
者
に
供
え
る
だ
ん
ご)

に
な
ら
な
い
と
い
う
。

コ
メ 

ノ
イ
ト
コ
本
当
の
従
兄
弟

エ
ン
ノ
イ
ト
コ
血
縁
関
係
の
な
い
従
兄
弟



n

ジ
キ
ノ
雨 

ぱ
ら
ぱ
ら
と
少
し
の
雨
の
こ
と

ス

ナ
 

メ 

砂
質
の
土
地

テ
ン
チ
ガH

シ 

田
畑
の
土
を
上
と
下
に
入
れ
交
か
ん
す
る
こ
と 

蚕
ビ
リ
ョ
ウ 

蚕
の
時
期
に
手
伝
う
人
の
こ
と
。(

中
島) 

オ
ゾ
ク
ナ
ル 

利
こ
う
に
な
る
。

ゲ
エ
ロ
コ 

お
た
ま
じ
ゃ
く
し

オ
ダ
を
あ
げ
る 

冗
談
を
言
っ
て
さ
わ
ぐ(

萱
野) 

バ
ン
シ 

勝
手
働
き
す
る
人
。
女
中
の
ょ
う
に
食
事
の
世
話
を
す
る
人
。
 

ナ
ン
ゴ
お
手
玉
。

ガ

ズ

竹

の

皮

。
「
ガ
ズ
ジ
ョ
ウ
リ
」
。

カ
マ
ボ
コ
き
ん
つ
ば
焼
き
。

ヌ
イ
ト
ヌ
縫
い
糸
。

ガ

ゴ

強

情

。

シ
タ
ケ
東
風
。

ラ
ン
ガ
イ
ッ
タ
大
変
な
こ
と
が
で
き
た
。

カ
カ
ッ
タ
レ 

聞
き
た
く
な
い
こ
と
を
や
た
ら
し
ゃ
べ
る
人
。

ェ
ボ
ル
ぶ
つ
ぶ
つ
い
う
。

つ
ぶ
や
く
。

シ
コ
ル
気
ど
る
。

ヘ
イ
、シ
ー
ー
や
た
ら
に
。

へ

ズ

ー

本

、
線
な
ど
を
い
う
。

オ
カ
シ
ロ
イ
お
も
し
ろL

。

オ
エ
ネ
エ
コ
ウ
困
っ
た
こ
と
。

ガ
シ
ョ
ウ
キ
ニ
強
く
。
乱
暴
に
。
「
ガ
シ
ョ
ウ
キ
に
や
っ
て
く
れ
」 

オ
ッ
ピ
ラ
イ
タ
あ
ふ
れ
た
。

ク
サ
ル 

濡
れ
る
。
「
雑
巾
が
く
さ
っ
た
。
」

イ
バ
リ
カ
ガ
ヤ
ク 

い
ば
り
く
さ
っ
て
い
る
。

…
ヤ
ン 

人
の
呼
称
の
下
に
つ
け
る
。
友
達
同
志
。
「
三
ヤ
ン
」

ョ
ナ
ネ
ズ
ミ
は
つ
か
鼠
。

ョ
ナ
ッ
コ
小
さ
い
ね
ず
み
。

ョ
ナ
。

シ
ラ
タ
タ
イ
に
以
た
魚
の
名
。
タ
ナ
ン
ゴ
と
は
別
。

ネ
エ
ゴ 

イ
ナ
ゴ
。

ト
カ
ゲ 

カ
マ
キ
リ
。
ト
カ
ゲ
と
カ
マ
キ
リ
を
反
対
に
呼
ぶ
。
 

ホ
ウ
ジ
ャ
ク
豆
に
た
か
る
コ
ガ
ネ
ム
シ
。

ホ
リ
米
に
わ
く
コ
ク
ゾ
ウ
ム
シ
。

ト
ッ
コ 

ア
リ
ジ
ゴ
ク〇

タ
ブ
ド
ウ 

レ
ン
ゲ
草
。

シ
ビ
ト
ッ
パ
ナ 

ヒ
ガ
ン
バ
ナ
。

三
月
豆
ソ
ラ
豆

ビ
ン
チ
ャ
ン
葬
式
。

デ
ン
ボ
ウ
ぅ
そ
。

シ
ャ
ク
シ
鋤
〇

オ
ト
モ
リ
子
守
り
。

オ
カ
マ
女
性
器
。

カ
タ
バ
リ
ッ
カ 

因
業
の
人
。

一
方
的
に
言
い
分
を
通
す
人
。

ァ

ク

石

灰

。

カ
ル
マ
マ
軽
石
。

オ
ゾ
イ
り
こ
ぅ
な
。
「
オ
ゾ
イ
人
」

ト
リ
ッ
ケ
シ
鶏
糞
。

ノ

ラ

ボ

乞

食(

赤
岩)

ハ
ス
ン
ゴ
蓮
の
実

カ
マ
ギ
ッ
チ
ョ 

ト
カ
ゲ

ペ
タ 

メ
ン
コ

タ
マ
ッ
チ
ロ 

ビI

ダ

マ(

鍋
谷)

ヒ
キ
ガ
エ
ル 

オ
カ
マ
ガ
エ
ル
、
オ
ヒ
キ
ガ
エ
ル
、
ガ
マ
ガ
エ
ル
、
イ
ボ
ガ
エ
ル
。
 

オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ 

ゲ
エ
ロ
ン
コ
。



ハ
ス
の
実
ハ
ス
ン
ゴ
。(

上
五
箇)

嫁
の
呼
称 

部
落
外
か
ら
き
た
嫁
は
「
お
…
…
さ
ん
」
と
呼
び
、
部
落
内
か
ら
き 

た
嫁
に
対
し
て
はr

…
…
ち
ゃ
ん
」
と
呼
ん
で
区
別
し
て
い
る(

鍋
谷)

人
の
呼
び
名 

地
ば
え
の
人
は
、
年
を
と
っ
て
も
、
〇
〇
ち
ゃ
ん
と
い
う
。
嫁
に 

き
た
人
は
、
お
〇
〇
さ
ん
と
、
名
前
の
先
に
お
を
つ
け
、
さ
ん
づ
け
を
す
る
。(

赤

あ
だ
な 

馬
鹿
で
お
ぞ
が
る
、
こ
す
か
ろ
く
さ
ん
、
馬
鹿
げ
で
俐
ロ
、
あ
い
ぞ
う 

さ
ん
。(

福
島)

タ
バ
コ
吸
い 

ト
メ
ヤ
ン
と
い
う
人
は
す
ご
い
タ
バ
コ
吸
い
で
、
マ
ッ
チ
い
ら
ず 

の
タ
バ
コ
吸
い
で
、
手
を
離
さ
ず
に
吸
う
。

一
日
バ
ッ
ト
三
箱
は
ふ
つ
う
で
、
世
間 

の
人
は
「浅
間
山
」
と
い
う
。(

新
福
寺)

身
体
の
部
分
の
呼
称 

足
の
ヘ
ラ(

足
の
裏)

、
土
踏
ま
ず
、
足
の
こ
う
、
ク
ロ
ボ 

シ(

く
る
ぶ
し)

、
ひ
ざ
っ
小
僧
、
向
こ
う
ツ
ネ(

向
こ
う
ず
ね)

、
ミ
ズ
オ
ト
シ(

み 

ず
お
ち)

、
の
ど
仏
、
盆
ノ
ク
ド(

盆
の
窪)

。(

中
島)

か
み
な
り
ふ
つ
う
は
ラ
ィ
サ
マ
と
い
う
。
西
か
ら
と
南
か
ら
来
る
の
は
も
の
す 

ご
く
、
雨
も
降
る
。
東
か
ら
来
る
の
は
弱
く
、
ほ
と
ん
ど
降
ら
な
い
。

雨
は
降
ら
ず
、
雷
が
鳴
る
だ
け
の
は
カ
ラ
ラ
ィ
と
よ
び
、
こ
ん
な
時
は
す
ご
く
落 

ち
る
の
で
こ
わ
い
。(

新
福
寺)

さ
ん
ば
い
ね
富
士
西
か
ら
来
る
。(

福
島)

カ
バ
シ
ラ 

蚊
が
渦
を
巻
い
て
群
が
っ
て
い
る
状
態
を
い
う
。

こ
じ
ゅ
け
い
の
鳴
き
声 

こ
っ
ち
来
い 

こ
っ
ち
来
い
。(

新
福
寺)

ポ
ン
ポ
ン
ド
リ 

ほ
と
と
ぎ
す
く
ら
い
の
大
き
さ
で
、夜
聞
く
と
さ
む
し
い
。

ナ
エ
マ
ド
リ 

苗
間
ご
し
ら
え
め
頃
の
一
番
眠
っ
た
時
来
る
。
耳
が
立
っ
て
い
る
。

寮
の
松
に
巣
を
か
け
る
。(

福
島)

ジ
ム
グ
リ 

ま
む
し
に
似
て
い
る
。

ヤ
マ
カ
ガ
シ 

い
た
ず
ら
し
た
り
、
か
ま
う
と
頭
を
上
げ
て
追
っ
て
く
る
。
少
し

の
こ̂

で
、
お
こ
る
人
の
こ
と
を
ヤ
マ
カ
ガ
シ
の
よ
う
だ
と
い
う
。

マ
ム
シ 

か
じ
ら
れ
る
と
、
腐
っ
て
し
ま
う
と
い
わ
れ
て
い
る
。

シ
マ
ヘ
ビ 

養
じ
ょ
う
に
食
べ
る
。

青
大
将 

お
と
な
し
い
。
家
の
中
の
ね
ず
み
を
食
べ
る
。

ナ
イ
ゴ 

イ
ナ
ゴ
の
こ
と
。

ゼ
ム
シ 

ず
い
む
し
の
こ
と
ゴ

ケ
ラ 

オ
ケ
ラ
と
ケ
ラ
は
ち
が
う
。
ケ
ー
ラ
が
な
く
か
ら
明
日
は
天
気
だ 

な
ど
と
い
う
。

ト
ン
ボ
の
種
類 

カ
ネ
ト
ン
ボ
、
オ
オ
ヤ
マ
ト
ン
ボ
、
オ
ハ
グ
ロ
、
ア
カ
ト
ン
ボ
。
 

タ
ム
カ
ゼ
が
か
え
っ
て
オ
オ
ヤ
マ
ト
ン
ボ
に
な
る
。

ホ
ウ
タ
ロ 

ホ
ウ
タ
ロ
に
は
ゲ
ン
ジ
ボ
ウ
タ
ロ
と
ウ
ジ
ボ
ウ
タ
ロ
と
あ
っ
て
、
子 

供
た
ち
が
つ
か
ま
え
る
の
は
ゲ
ン
ジ
ボ
ウ
タ
ロ
。
二
間
ほ
ど
の
竿 

の
先
に
篠
竹
を
結
え
水
に
ぬ
ら
し
た
も
の
で
つ
か
ま
え
る
。
こ
の 

時
に
次
の
歌
を
う
た
っ
た
。

ホ
ー
ホ
ー 

ホ
ー
タ
ル
コ
イ 

ヤ
マ
ブ
シ
コ
イ 

ア
ッ
チ
の
水
ハ
ニ
ガ
イ
ゾ 

コ
ッ
チ
の
水
ハ
ア
マ
イ
ゾ(

中
島)

ア
マ
ン
ジ
ャ
ク 

毒
を
も
つ
ケ
ム
シ
の
こ
と
。(

萱
野)



千
代
田
村
の
民
家

は

じ

め

に

千
代
田
村
の
南
は
利
根
川
に
接
し
平
担
地
の
た
め
古
来
よ
り
豪
雨
の
た
び
に
利
根 

川
が
氾
濫
し
、
水
害
を
こ
う
む
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
古
老
の
最
も
生
々
し
い
記
憶 

に
残
る
水
害
は
、
明
治
四
十
三
年
の
利
根
川
氾
濫
で
あ
る
と
伝
え
る
。
こ
の
時
は
村 

内
一
帯
が
水
び
た
し
に
な
り
、
泥
水
は
床
上
ー
メ
ー
ト
ル
以
上
に
も
達
し
、
泥
水
が 

引
い
て
元
に
復
す
る
の
に
二
十
日
以
上
も
か
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ 

う
な
水
害
に
会
う
た
び
に
古
い
民
家
は
倒
壊
し
、
あ
る
い
は
激
流
に
押
し
流
さ
れ
て 

姿
を
消
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

最
近
で
は
東
京
に
近
い
と
い
う
地
の
利
も
あ
っ
て
か
、(

註1
)

こ
の
地
方
は
近
代 

化
が
い
ち
じ
る
し
く
百
年
以
上
経
た
古
民
家
は
比
較
的
少
な
か
っ
た
。
こ
の
地
方
で 

は
昔
「直
家
」
の
他
に
「曲
り
家
」
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
「曲 

り
家
」
の
形
態
を
有
す
る
現
存
遺
構
は
村
内
を
く
ま
な
く
探
し
あ
る
い
た
結
果
よ
う 

や
く
二
棟(

A
、A

)

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
よ
う
な
あ
り
さ
ま
で
あ
っ 

た
。
以
上
の
よ
う
な
現
況
の
中
で
今
回
の
民
俗
調
査
が
実
施
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
 

と
り
わ
け
民
家
は
ま
さ
に
消
滅
寸
前
を
記
録
に
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
貴 

重
な
調
査
で
あ
っ
た
。

調
査
を
実
施
し
た
地
区
お
よ
び
民
家
は
第
一
表
に
示
し
た
と
う
り
、
九
地
区
二
十 

七
棟
に
及
ん
だ
が
、
持
に 

調
査
に
当
っ
て
は
多
忙
な
折
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ 

わ
れ
の
た
め
に
家
を
開
放
し
、
隅
々
ま
で
心
良
く
見
せ
て
い
た
だ
い
た
各
家
に
心
か 

ら
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。
(

桑
原 

稔)

一
、
調
査
民
家
の
形
式
分
類
と
編
年

二
十
七
棟
の
調
査
民
家
は
平
面
形
式
よ
り
区
分
す
る
と
七
つ
の
型
に
分
類
さ
れ 

る
。
こ
の
ぅ
ち
改
造
著
し
く
復
原
に
問
題
の
あ
る
遺
構̂

除
い
て
平
面
お
よ
び
細
部 

形
式
を
分
類
し
、
様
式
編
成
す
る
と
第
二
表
の
よ
ぅ
に
な
る
。
編
年
の
際
の
指
標
は 

聞
取
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
建
築
年
代
の
判
明
し
た
も
の
五
棟(

TlT

・T
.
) 

の
平
面
お
よ
び
細
部
形
式
を
検
討
し
、
こ
れ
ら
の
特
徴
と
他
の
遺
構
の
示
す
特
徴
と 

を
比
較
検
討
し
な
が
ら
一
応
第
二
表
に
示
す
如
く
建
築
年
代
を
推
定
し
た
。
な
お
、
 

そ
の
際
で
き
る
だ
け
多
く
の
資
料
を
参
考
と
す
る
意
味
か
ら
隣
村
で
あ
る
明
和
村
民 

家
遺
構
の
編
年
表(

註2
)

を
も
考
慮
し
、
特
に
十
八
世
紀
以
前
の
遺
構
で
は
そ
れ
が

第|

表
地
区
別
調
査
民
家

r  

t  

一

地

区

棟

数
 

調

査

民

家

新
福
寺 

四
棟 

君
島
玉
男
家
、
君
島
直
吉
家
、
斉
藤
光
蔵
家
、
森
田
要
一
郎
家 

福

島
 

三"

新
島
陽
三
郎
家
、
川
島
常
司
家
、
浜
島
正
家

舞

木
 

五
 々

酒
巻
峯
吉
家
、
大
谷
雄
一
郎
家
、
森
田
乙
雄
家
、
小
林
秀
雄
家
、
 

武
藤
喜
一
家

赤

岩
 

五
 々

渋
沢
保
男
家
、
柴
崎
宗
次
家
、
鈴
木
清
八
郎
家
、
塩
田
三
四
郎
家 

大
沢
百
治
家

鍋

谷

ー

ー
"

小
暮
孫
三
郎
家
、
橋
本宜

！
！

幸
家

木 

崎 

三"

将
田
章
一
郎
家
、
小
林
一
郎
家
、
神
山
善
作
家

上
五
箇
ー
ク
吉
永
昭
八
郎
家

上
中
森
ー
ー"

関
口
金
吉
家
、
橋
本
源
太
郎
家

下

ク

ー

ー

ク

細

田

春

郎

家

、
井
上
一
男
家



年
代
推
定
の
有
力
な
手
掛
り
と
な
っ
た
。

こ
こ
に
千
代
田
村
民
家
の
平
面
形
式
を
溯
源
的
に
順
次
列
挙
す
れ
ば
次
の
ょ
ぅ
に 

な
る
。

① 

一
間
取
型 

② 

ニ
ク

③ 

広

間

型

④ 

不
整
形
四
間
取
型

⑤ 

整
形
四
間
取
型

⑥ 

六
間
取
型 

直
家

曲
り屋

次
に
こ
れ
ら
の
各
形
式
に
つ
い
て
そ
の
特
質
を
順
次
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

二
、

一

間

取

型

こ
の
形
式
は
直
屋
の
う
ち
で
最
も
原
始
的
な
形
態
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ 

て
い
る
。
円
い
竪
穴
住
宅
か
ら
生
成
し
た
民
家
平
面
は
、
次
に
斉
藤
光
蔵
家(
T
)
 

の
示
す
復
原
平
面(

添
え
図
参
照)

の
よ
う
に
土
間
と
床
上
に
分
割
さ
れ
た
一
間
取 

型
と
な
り
、
こ
れ
が
直
家
の
出
発
点
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

斉
藤
家
の
規
模
は
梁
行
二
間
桁
行
四
間
で
桁
行
の
中
央
部
を
境
に
左
側
を
床
上
、
 

右
側
を
土
間(

ダ
ィ
ド
コ
ロ
と
呼
ぶ)

と
し
、
土
間
の
表
側
に
設
け
ら
れ
た
半
間
幅 

の
出
入
口
の
他
は
全
く
開
口
部
な
く
土
壁
で
閉
鎖
さ
れ
て
い
る
〇
こ
の
よ
う
な
家
を 

昔
壺
屋
と
呼
ん
で
平
安
〜
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
存
在
し
た
一
般
民
家
の
形
式
と
思
わ 

れ

る(
註3
)

。
寝
る
た
め
に
は
暗
く
静
か
な
、
そ
し
て
外
部
か
ら
種
々
な
危
害
を
加 

え
ら
れ
る
心
配
の
な
い
場
所
が
よ
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
恐
ら
く
そ
の
よ
う
な
窓
の 

な
い
丈
夫
な
壁
を
四
周
に
め
ぐ
ら
し
小
空
間
を
つ
く
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

斉
藤
家
の
建
築
は
一
九
世
紀
中
頃
と
推
定
さ
れ
建
築
年
代
は
古
く
な
い
。
し
か
し
、
 

以
上
に
述
べ
た
と
お
り
原
始
的
な
形
態
を
示
し
て
お
り
、
溯
源
的
に
考
察
す
る
と
竪 

穴
住
居
に
次
い
で
発
展
し
た
住
居
形
式
で
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
ゆ
え
に
、
当
家 

は
日
本
に
お
け
る
庶
民
住
宅
の
発
展
史
を
考
え
る
上
で
貴
重
な
資
料
を
与
え
て
く
れ

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
竪
穴
住
居
は
庶
民
の
住
居
と
し
て
近
世
初
期
の
頃
ま 

で
み
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る(

註4
)

と
こ
ろ
か
ら
、
近
世
末
期
の
頃
に
斉
藤
家
の
よ
う 

な
一
間
取
型
の
壺
屋
が
存
在
し
て
も
別
に
不
思
議
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
よ
う
に
文 

化
は
時
代
の
先
端
を
行
く
も
の
と
し
ん
が
り
を
ゆ
く
も
の
と
で
は
大
変
な
格
差
を
有 

す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
状
態
は
今
日
に
お
い
て
も
わ
れ
わ
れ
の
身
の
ま
わ 

り
に
数
多
く
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
、 
二

間

取

型

架
構
技
術
が
発
達
し
て
住
居
の
規
模
が
だ
ん
だ
ん
大
き
く
な
る
と
、

一
間
取
型
に 

み
ら
れ
た
夜
の
部
分
と
し
て
の
一
空
間
は
二
つ
に
分
割
さ
れ
て
、
表
側
に
昼
の
生
活 

部
分
が
設
け
ら
れ
裏
側
に
夜
の
生
活
部
分
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
が
い 

わ
ゆ
る
二
間
取
型
で
あ
っ
て
表
側
の
昼
の
生
活
部
分
で
は
育
児
や
裁
縫•

接
客
な
ど 

が
、
土
間
で
は
炊
事
や
農
作
業.

ヮ
ラ
仕
事
な
ど
が
行
な
わ
れ
た
。

川
島
常
司
家(

t18)

は
梁
行
三
間
桁
行
六
、
五
間
の
小
規
模
な
民
家
で
あ
り
、
二 

間
取
型
の
平
面
形
式
を
示
し
て
い
る
。
建
築
年
代
は
一
九
世
紀
中
期
頃
の
も
の
で
あ 

り
古
い
も
の
と
は
い
え
な
い
が
、
前
述
の
斉
藤
光
蔵
家
と
同
様
溯
源
し
て
庶
民
住
宅 

の
発
展
史
を
考
察
す
る
上
で
一
間
取
型
に
次
ぐ
形
式
と
し
て
極
め
て
貴
重
な
資
料
と 

な
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

四
、 
広

間

型

社
会
が
発
達
し
生
活
が
複
雑
化
す
る
と
床
上
生
活
の
拡
張
を
要
求
し
て
い
っ
た
も 

の
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
や
が
て
ナ
ン
ド•

コ
ザ•

ザ
シ
キ
と
い
う
よ
う
な
三
つ 

の
床
上
部
分
か
ら
な
る
間
取
が
現
わ
れ
る
。
ザ
シ
キ
は
梁
行
い
っ
ぱ
い
に
わ
た
っ
て 

広
々
と
し
た
空
間
を
占
め
る
た
め
、
こ
の
形
式
を
広
間
型
と
呼
ん
で
い
る
。
三
つ
に 

区
分
さ
れ
た
床
上
部
分
は
や
は
り
ナ
ン
ド
が
寝
室
に
相
当
し
、

コ
ザ
は
接
客
や
そ
の 

他
公
け
の
性
格
を
持
っ
た
対
社
会
的
空
間
と
も
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ザ
シ



キ
は
家
族
の
居
間
で
あ
り
、
食
事
室
で
あ
り
、
床
上
の
仕
事
場
で
も
あ
る
が
、
ま
た
、
 

日
常
の
軽
い
訪
門
客
の
た
め
の
応
対
に
も
使
用
さ
れ
る
と
い
う
雑
多
な
兼
用
空
間
で 

あ
っ
た
。
こ
の
た
め
ザ
シ
キ
と
土
間
と
の
境
で
は
建
具
が
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
開
放 

さ
れ
て
お
り
、
ザ
シ
キ
は
機
能
的
に
土
間
と
の
結
び
つ
き
が
強
か
っ
た
こ
と
を
示
し 

て
い
る
。
ま
た
土
間
の
表
側
片
隅
に
は
ゥ
マ
ヤ
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
た
。
 

調
査
遺
構
中
で
こ
の
よ
う
な
広
間
型
の
形
式
を
示
す
も
の
は
関
口
金
吉
家(
X
)
 

と
酒
卷
峯
吉
家(
%
)

の
二
棟
で
あ
っ
た
。
関
口
家
の
ナ
ン
ド
は
三
畳
し
か
な
く 

当
初
は
畳
が
入
っ
て
い
な
か
っ
た
。
ナ
ン
ド
の
周
囲
は
土
壁
で
囲
い
、
半
間
幅
の
出 

入
口
の
他
は
全
く
閉
鎖
さ
れ
た
室
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

コ
ザ
は
客
間
に
相
当
す 

る
た
め
、
こ
の
室
に
限
っ
て
畳
が
敷
き
つ
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
新
し
い
民
家 

に
み
ら
れ
る
よ
う
な
ト
コ
や
ト
ダ
ナ
は
未
だ
設
備
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、

コ
ザ 

の
表
側
に
袖
壁
を
有
す
る
の
も
古
い
民
家
に
み
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
。
関
口
家
が
古 

い
証
処
は
こ
の
よ
う
な
間
取
の
特
徴
を
も
っ
て
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の 

他
に
大
黒
柱
を
は
じ
め
他
の
当
初
柱
が
丸
刃
の
手
斧(

チ
ョ
ゥ
ナ)

で
仕
上
げ
ら
れ 

て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
と
こ
ろ
で
あ
る(
註5
)

。

関
口
家
の
正
確
な
建
築
年
代
は
知
る
よ
し
も
な
い
が
、
以
上
の
事
柄
や
細
部
手
法 

な
ど
か
ら
総
合
的
に
判
断
し
て
十
七
世
紀
中
期
頃
の
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ 

る
。
し
か
し
な
が
ら
当
家
は
後
世
に
よ
る
改
造
が
著
し
い
。
考
え
て
み
れ
ば
こ
の
よ 

う
な
改
造
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
主
要
な
構
造
体
が
今
日
ま
で
残
さ
れ
た
も
の
で
あ 

ろ
う
。

酒
卷
峯
吉
家
は
関
口
家
よ
り
梁
行
規
模
が
一
間
大
き
く
、
梁
行
四
間
桁
行
約
七
、
 

五
間
で
、
当
初
か
ら
南
面
に
奥
行
半
間
の
オ
ダ
レ(

ノ
キ
シ
タ)

を
有
し
てL

た 

当
家
に
お
け
る
現
在
の
オ
ダ
レ
上
部
の
屋
根
は
瓦
葺
に
な
っ
て
い
る
が
、
当
初
は
母 

屋
上
部
の
草
葺
屋
根
が
そ
の
ま
ま
葺
き
下
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
当
家
の
コ
ザ
に
は 

当
初
か
ら
ト
コ
や
ト
ダ
ナ
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
な
お
、
ザ
シ
キ
表
は
半
分
が
サ
マ 

と
な
っ
て
お
り
古
い
様
式
を
示
し
て
い
る
。

当
家
の
大
黒
柱
仕
上
げ
は
平
刃
の
手
斧
の
痕
跡
が
斜
め
に
細
か
く
付
け
ら
れ
て
お 

る
が
一
部
に
ヵ
ン
ナ
が
使
わ
れ
て
い
る
〇
ま
た
、
関
口
家
で
は
コ
ザ
と
ザ
シ
キ
境
に

だ
け
使
用
さ
れ
て
い
た
差
鴨
居
が
当
家
で
は
ナ
ン
ド
と
ザ
シ
キ
境
に
も
使
用
さ
れ
て 

お
り
、
関

家
よ
り
新
し
い
技
法
を
い
く
つ
か
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
当
家
の
建
築 

年
代
は
関

家
よ
り
少
し
下
降
し
、
お
よ
そ
一
七
世
紀
後
期
頃
か
ら
一
八
世
紀
前
期 

頃
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

五
、
不
整
形
四
間
取
型

広
間
型
に
お
け
る
広
い
ザ
シ
キ
は
作
業
に
適
し
て
い
た
が
、
種
々
の
用
途
が
重
な 

り
く

5  
ロ
っ
て
い
る
た
め
不
便
な
こ
と
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
食
事
中
の
来
客
に
は
困
っ 

た
こ
ffi
違
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
や
が
て
ザ
シ
キ
か
ら
食
事
室
の
独
立
が
計
ら
れ
る 

こ
と
に
な
り
、
ザ
シ
キ
が
分
割
さ
れ
て
裏
側
に
カ
ッ
テ
が
設
け
ら
れ
る
。
こ
の
場
合 

広
間
型
の
平
面
に
お
い
て
、
大
黒
柱
が
コ
ザ
と
ナ
ン
ド
境
の
間
仕
切
線
上
に
移
行
し 

大
黒
柱
と
中
ス
ミ
柱(
註6
)

間
に
差
鴨
居
を
架
け
建
具
を
嵌
め
込
む
よ
う
に
工
夫
が 

な
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
容
易
に
不
整
形
田
字
型
が
実
現
す
る
〇
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ 

か
ら
不
整
形
田
字
型
は
広
間
型
か
ら
生
成
し
た
形
式
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
 

渋
沢
保
男
家(

t4) 
•

君
島
玉
男
家(

t6) 
•

紫
崎
宗
次
家(

t7)

は
不
整
形
四 

間
取
型
の
遺
構
例
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
で
渋
沢
家
が
最
も
古
い
様
式
を
示
し
て 

る
。
す
な
わ
ち
、
渋
沢
家
に
お
け
る
コ
ザ
の
表
側
は
広
間
型
で
み
ら
れ
た
よ
う
に
袖 

壁
を
有
し
て
お
り
、
ダ
イ
ド
コ
ロ
と
ザ
シ
キ
お
よ
び
カ
ッ
テ
境
は
建
具
を
用
い
て
お 

ら
ず
開
放
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ゥ
マ
ヤ
が
表
側
外
壁
に
接
し
て
設
け
ら
れ
て
い
る 

の
も
古
い
方
法
で
あ
る
。

君
島
玉
男
家.

紫
崎
家
は
渋
沢
家
よ
り
新
し
い
要
素
が
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
。
そ 

n

は
コ
ザ
表
側
の
袖
壁
が
な
く
な
り
、
ザ
シ
キ(

紫
崎
家
で
は
ヨ
コ
ザ
と
呼
ぶ)

と
ダ 

イ
ド
コ
ロ
間
は
開
放
と
せ
ず
建
具
が
嵌
め
込
ま
れ 

ザ
シ
キ(

ヨ
コ
ザ)

は
ダ
イ
ト 

コ
ロ
と
の
関
連
を
断
ち
切
っ
て
独
立
し
た
一
個
の
室
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と 

で
あ
る
。
こ
こ
に
、
不
整
形
四
間
取
形
に
み
ら
れ
る
共
通
の
特
徴
を
上
げ
る
と
、
広 

間
型
に
お
い
て
完
全
に
土
壁
で
閉
鎖
さ
れ
て
い
た
コ
ザ
と
ナ
ン
ド
間
の
間
仕
切
が

一
間
だ
け
開
放
さ
れ
建
具
が
嵌
め
込
ま
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
カ
ッ
テ
と
ダ
イ



ド
コ
ロ
間
は
旧
態
を
残
し
て
開
放
さ
れ
て
お
り
、
建
具
が
嵌
め
込
ま
れ
て
い
な
い
こ 

と
で
あ
る
。

不
整
形
四
間
取
型
は
以
上
の
如
く
広
間
型
に
次
ぐ
古
い
様
式
を
残
し
て
お
り
、
こ 

れ
が
主
に
建
築
さ
れ
た
時
間
は
多
少
の
年
代
差
は
あ
る
に
し
て
も
、
お
よ
そ
一
八
世 

紀
後
期
頃
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

六
、
整
形
四
間
取
型(

田
字
型)

不
整
形
四
間
取
型
は
前
後
の
室
の
奥
行
が
異
な
り
不
自
然
で
あ
る
。
架
構
技
術
が 

進
展
し
て
梁
行
規
模
の
増
大
が
可
能
に
な
る
と
、
や
が
て
前
後
の
室
の
奥
行
は
同
一 

(

二
間)

に
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
整
形
四
間
取
型(

田
字
型
と
も
い
う)

が
現 

わ
れ
る
。
こ
の
形
式
は
近
世
民
家
の
変
遷
史
の
中
で
一
応
完
成
さ
れ
た
形
と
み
ら
れ 

る
も
の
で
あ
る
。

大
谷
雄
一
郎
家(
T,) 
•

小
林
秀
雄
家(

t13)

は
整
形
四
間
取
型
の
遺
構
例
で
あ 

る
。
大
谷
家
の
コ
ザ
と
ナ
ン
ド
間
の
間
仕
切
は
不
整
形
四
間
取
型
に
み
ら
れ
た
よ
う 

に
一
間
だ
け
を
開
放
し
建
具
を
嵌
め
残
り
の
部
分
は
土
壁
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
 

ヵ
ッ
テ
と
ダ
ィ
ド
コ
ロ
間
は
差
鴨
居
を
架
け
建
具
を
嵌
め
込
ん
で
お
り
、
ザ
シ
キ
と 

同
様
に
ヵ
ッ
テ
も
ダ
ィ
ド
コ
ロ
と
の
結
び
付
き
を
一
応
断
ち
切
っ
て
独
立
し
た
室
と 

し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
。
当
家
は
裏
側
が
道
路
に
面
し
、
江
戸
時
代
よ
り
菓
子
屋
を 

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
土
間
が
裏
側
へ
一
間
突
出
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く 

こ
の
部
分
が
店
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お,
、
当
家
の
東
妻
側
は
妻
桁
梁
よ
り
上 

部
の
束
や
梁
を
漆
喰
塗
り
で
お
お
い
意
匠
的
な
効
果
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
は
商 

店
と
し
て
人
目
に
つ
き
易
く
考
え
ら
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
瓦
葺
総
二
階
で
い
か
に 

も
農
家
離
れ
し
た
外
観
を
表
現
し
て
い
る
が
、
平
面
形
式
は
農
家
と
異
な
る
と
こ
ろ 

が
な
い
の
は
注
目
さ
れ
る
と,
こ
ろ
で
あ
る
。
当
家
の
建
築
年
代
は
一
九
世
紀
前
期
頃 

で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
。

小
林
家
は
大
谷
家
よ
り,
幾
分
新
し
い
建
築
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
で
、

コ
ザ
と 

ナ
ン
ド
境
の
土
壁
は
な
く
な
り
、
こ
の
間
は
総
べ
て
建
具
で
仕
切
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
、
ナ
ン
ド
の
裏
側
も
一
間
が
開
放
さ
れ
こ
こ
よ
り
採
光
す
る
よ
う
に
考
慮
さ
れ
て 

い
る
。
こ
う
し
て
民
家
は
徐
々
に
各
室
が
開
放
さ
れ
、
明
る
い
近
代
的
な
空
間
が
求 

め
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
小
林
家
は
お
じ
い
さ
ん(

三
年
前
七
十
才
没)

の
三
代 

前
に
建
築
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
お
よ
そ
一
九
世
紀
中
頃
の
建
立
と
推
定
さ
れ 

る
〇

七
、
六

間

取

型

こ
の
形
式
は
一
般
に
不
整
形
四
間
取
型
や
整
形
四
間
取
型
の
裏
側
に
奥
行
一
間 

か
ら
一
、
五
間
の
室
を
並
列
し
た
も
の
で
、
ナ
ン
ド
の
奥
室
を
オ
ク
ナ
ン
ド
と
呼
び
、
 

裏
側
の
ダ
ィ
ド
コ
口
寄
り
の
室
を
カ
ッ
テ
と
い
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
カ
ッ
テ 

と
ザ
シ
キ(

ヨ
コ
ザ)

に
は
さ
ま
れ
た
室
を
チ
ャ
ノ
マ•

ナ
カ
ノ
マ
あ
る
い
は
ナ
カ 

ザ
シ
キ
と
呼
び
三
種
の
呼
び
名
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
形
式
を
示
す
遺
構
は
新
島
陽
三
郎
家(

T8)

.

鈴
木
清
八
郎
家(

t14)

.

塩 

田
三
四
郎
家 
(

715) 
•

井
上
一
男
家 
(

316)

な
ど
で
あ
る
。

君
島
直
吉
家(

110)

は
六
間
取
で
あ
る
が
、
以
上
の
形
式
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
 

整
形
四
間
取
型
に
お
け
る
コ
ザ
と
ナ
ン
ド
の
妻
側
の
前
後
に
二
室
が
設
け
ら
れ
た
も 

の
で
、
ダ
ィ
ド
コ
ロ
か
ら
最
も
遠
い
表
側
の
室
を
コ
ザ
と
呼
び
ト
コ
や
ト
ダ
ナ
が
設 

け
ら
れ
て
い
た
。

コ
ザ
の
裏
側
の
室
名
は
不
明
で
あ
り
、

コ
ザ
と
ザ
シ
キ
に
は
さ
ま 

れ
た
表
側
の
室
を
ナ
カ
ノ
マ
と
呼
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
現
在
は
コ
ザ 

と
そ
の
裏
側
の
室
は
と
り
こ
わ
さ
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
整
形
四
間
取
型
と
な
っ
て 

い
る
。
当
家
の
ザ
シ
キ
表
の
半
分
は
サ
マ
と
な
り
、
ナ
カ
ノ
マ
と
ナ
ン
ド
間
の
間
仕 

切
は
半
分
が
土
壁
と
な
る
な
ど
、
古
い
手
法
を
残
し
て
い
る
。
当
家
は
名
主
役
を
勤 

め
た
家
柄
で
あ
っ
た
た
め
、

一
般
農
家
よ
り
多
く
の
間
取
を
必
要
と
し
た
こ
と
で
あ 

ろ
う
。
そ
の
結
果
桁
行
方
向
に
室
が
付
加
さ
れ
た
も
の
と
解
釈
す
る
。
こ
の
よ
う
に 

桁
行
に
室
を
増
加
す
る
方
法
は
梁
行
に
増
加
す
る
よ
り
古
い
方
法
と
考
え
ら
れ
る
。
 

そ
れ
は
技
術
的
に
梁
行
を
増
大
す
る
方
法
は
新
し
い
技
術
を
必
要
と
し
、
桁
行
を
増 

す
方
法
は
新
し
い
技
術
を
必
要
と
し
な
く
と
も
容
易
に
で
き
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で



あ
る
。
君
島¢

1

吉
家
は
一
八
世
紀
後
期
頃
の
建
築
と
推
定
す
る
。

新
島
家
は
や
は
り
名
主
を
勤
め
た
家
柄
と
伝
え
る
が
、
梁
行
の
規
模
を
増
大
す
る 

方
法
に
よ
っ
て
室
数
を
増
し
て
い
る
。
そ
れ
は
裏
側
に
幅
一
間
の
下
屋
を
設
け
る
こ 

と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
。
こ
の
様
な
方
法
は
一
八
世
紀
後
期
頃
ま
で
み
ら
れ
な 

か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
当
家
は
そ
の
嚆
矢
と
思
わ
れ
る
。
当
家
の
コ
ザ
と
ナ
ン
ド 

境
の
間
仕
切
の
半
分
は
土
壁
が
残
り
古
い
手
法
を
残
し
て
い
る
。
建
築
年
代
は
一
九 

世
紀
前
期
頃
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
形
式
は
そ
の
後
年
代
が
下
降
す
れ
ば
当
然
一
般
民
家
に
も
採
用
さ
れ 

る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
例
が
鈴
木
家•

塩
田
家
及
び
井
上
家
で
あ
り
、
前
記
の
二
棟 

は
一
九
世
紀
中
期
頃
の
建
築
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

井
上
家
の
オ
ク
ナ
ン
ド•

ヵ
ッ
テ
の
奥
行
は
一
、
五
間
も
あ
り
、
最
も
発
展
し
た 

形
式
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
大
黒
柱
の
径
は
異
常
に
大
き
く 
(

一
、

一
四
尺
角) 

装
飾
的
価
値
を
も
表
現
し
て
い
る
。
当
家
は
瓦
葺
二
階
建
で
あ
り
一
九
世
紀
後
期
に 

建
築
さ
れ
た
も
の
で
調
査
遺
構
中
で
は
最
も
新
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

八
、
曲

り

家

こ
の
地
方
に
み
ら
れ
る
曲
り
家
は
一
般
に
ナ
ン
ド
の
裏
側
に
一
室
突
き
出
し
て
才 

ク
ナ
ン
ド
を
設
け
る
た
め
、
棟
が
裏
側
へ
曲
っ
て
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
調
査
遺
構
中 

で
最
も
古
い
曲
り
家
と
思
わ
れ
る
も
の
は
小
暮
孫
三
郎
家(

T3)

で
あ
っ
た
。
当
家 

の
コ
ザ
と
ナ
ン
ド
境
は
土
壁
で
閉
鎖
さ
れ
て
お
り
、
室
数
は
四
室
で
あ
る
が
、
ナ
ン 

ド
の
奥
行
を
ヵ
ッ
テ
の
奥
行(

一
間)

と
等
し
く
と
ら
な
い
で
二
間
と
し
て
い
る
た 

め
、
ナ
ン
ド
が
一
間
裏
側
へ
突
き
出
し
て
い
る
。
こ
の
突
き
出
し
て
い
る
部
分
を
お 

お
う
た
め
楝
が
裏
側
へ
曲
っ
た
も
の
で
、
曲
り
棟
の
長
さ
は
短
か
く
曲
り
家
の
原
始 

的
な
形
態
を
示
し
て
い
る
〇
当
家
の
建
築
年
代
は
お
よ
そ
一
八
世
紀
中
期
頃
の
も
の 

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

橋
本
喜
幸
家(

T5)

は
、
小
暮
家
に
次
ぐ
古
い
曲
り
家
の
遺
構
と
思
わ
れ
る
も
の 

で
、

コ
ザ
の
表
側
と
コ
ザ•

ナ
ン
ド
境
に
は
袖
壁
を
残
し
て
い
る
。
当
家
は
不
整
形

四
間
取
型
の
ナ
ン
ド
寄
り
裏
側
に
六
畳
の
オ
ク
ナ
ン
ド
と
四
畳
の
ロ
ー
ヵ(

板
の
間) 

を
付
設
し
た
も
の
で
室
数
は
六
つ
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
当
家
の
基
本
形
は
不
整
形 

四
間
取
型
で
、
こ
れ
の
裏
側
に
室
が
付
加
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
ベ
き
も
の
で
あ 

る
。
こ
の
よ
う
に
裏
側
に
室
が
新
た
に
付
加
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
平
の
部
分
力
ら 

裏
則
に
棟
は
一
層
長
く
突
き
出
し
て
本
格
的
な
曲
り
家
を
現
出
す
る
こ
と
に
な
る
。
 

当
家
の
建
築
年
代
は
一
八
世
紀
後
期
頃
の
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

1U
上
二
つ
の
遺
溝
は
村
内
に
現
存
す
る
曲
り
家
で
あ
り
、
往
時
の
曲
り
家
を
知
る 

貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

将
田
章
一
郎
家(

111)

と
森
田
乙
雄
家(

T!2
)

は
当
初
曲
り
家
で
あ
っ
た
遺
構
で 

あ
る
が
、
今
日
で
は
裏
側
に
突
き
出
た
室
は
と
り
こ
わ
さ
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
往
時 

の
姿
を
窺
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
両
家
は
大
型
の
曲
り
屋
で
前
述
の
二
遺
構
よ 

り
さ
ら
に
発
展
し
た
よ
う
す
が
み
ら
れ
る
。
森
田
家
は
名
主
の
家
柄
で
あ
り
、
将
田
家 

も
詳
し
く
は
わ
か
ら
な
い
が
、
森
田
家
と
同
様
な
立
派
な
建
築
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら 

昔
何
ら
か
の
村
役
を
勤
め
て
い
た
家
柄
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
両
家
は
建
築
様 

式
が
類
似
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
共
に
一
九
世
紀
中
期
頃
の
建
築
と
推
定
さ
れ
る
。
 

曲
り
家
は
一
般
の
農
家
建
築
に
お
い
て
平
面
計
画
上
発
生
し
、
や
が
て
室
を
増
加 

す
る
一
つ
の
方
法
と
し
て
発
展
し
て
行
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
時
代
が
新
し
く 

な
る
と
民
家
の
中
で
は
名
主
等
の
特
別
な
階
級
の
民
家
形
式
と
し
て
次
第
に
格
式
あ 

る
も
の
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
行
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
証
拠
と
し
て
隣
村
で 

あ
る
明
和
村
で
も
三
棟
の
曲
り
家
に
遭
遇
し
た
が
、
い
づ
れ
も
名
主•

組
頭
役
の
民 

家
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
は
前
述
の
森
田•

将
田
家
と
同
様
の
平
面
形
式
を 

示
し
、
建
築
年
代
は
一
九
世
紀
以
降
に
入
る
も
の
で
、
建
築
も
質
が
よ
く
で
き
て 

い
た
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る(

註2
)

。

九

、

エ

ン

ガ

ヮ

武
藤
喜
一
家
や
川
島
常
司
家
は
現
在
で
も
、
表
側
の
下
屋
に
床
板
を
張
っ
て
お
ら 

ず
、
従
っ
て
エ
ン
ガ
ヮ
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い(

後
掲
の
写
直
ハ
参
照)

。
こ
の
他
の
調



査
民
家
は
現
在
総
ベ
て
ヱ
ン
ガ
ヮ
を
有
し
て
い
る
が
、
そ
の
大
多
数
の
民
家
の
コ
ザ 

や
ザ
シ
キ
表
に
立
ち
並
ぶ
柱
脚
の
両
側
面
に
は
コ
マ
ィ
竹
の
穴
が
残
っ
て
お
り
、
さ 

ら
に
コ
マ
ィ
穴
よ
り
外
側
が
目
に
み
え
る
ほ
ど
風
蝕
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
痕 

跡
は
一
九
世
紀
中
期
頃
の
遺
構
に
ま
で
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

一
九
世
紀
中
期
頃 

ま
で
の
民
家
に
お
い
て
は
エ
ン
ガ
ヮ
を
設
け
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
地
方
で
は
床
板
の
張
ら
れ
て
い
な
い
表
側
下
屋
部
の
こ
と
を
〃
オ
ダ
レ"

と 

呼
ん
で
い
る
が
、
関
口
金
吉
家
で
は
当
初
こ
の
オ
ダ
レ
を
設
け
て
い
な
か
っ
た
と
こ 

ろ
か
ら
、
近
世
初
期
に
ま
で
溯
る
古
い
民
家
で
は
恐
ら
く
オ
ダ
レ
は
な
か
っ
た
も
の 

と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
や
が
て
上
屋
の
軒
先
を
深
く
葺
き
下
し
表
側
に
三
尺
幅
の 

空
間
を
と
っ
て
オ
ダ
レ
が
生
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
オ
ダ
レ
は
建
物
に
対
す
る
雨 

仕
舞
を
よ
く
す
る
と
同
時
に
穀
物
の
急
な
と
り
こ
み
に
も
便
利
で
あ
っ
た
。

新
し
い
遺
構
に
な
る
と
屋
根
へ
の
採
光
を
考
慮
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
上
屋
の 

軒
高
を
増
す
た
め
、
オ
ダ
レ
上
部
の
屋
根
は
上
屋
と
切
り
離
さ
れ
、
瓦
で
葺
か
れ
る 

よ
う
に
な
る
が
、
森
田
要
一
郎
家
の
オ
ダ
レ
上
部
の
屋
根
は
こ
の
過
渡
的
な
形
態
を 

示
し
て
お
り
大
変
興
味
深
い(

後
掲
の
写
真
参
照)

。

十

、
ウ

マ

ヤ

ウ
マ
ヤ
は
ト
ボ
—
グ
チ
の
す
ぐ
右
手
に
、
外
壁
に
接
し
て
設
け
ら
れ
る
の
が
古
い 

位
置
で
あ
る
が
、
次
第
に
後
退
し
て
一
九
世
紀
中
期
に
な
る
と
裏
側
の
外
壁
に
接
し 

て
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
ウ
マ
ヤ
近
く
の
東
側
外
壁
に
出
入
口
が
設 

け
ら
れ
、
こ
こ
か
ら
馬
を
出
入
り
さ
せ
た
の
で
、
こ
の
出
入
口
を
ウ
マ
ヤ
グ
チ
と
呼 

ん
だ
。
ウ
マ
ヤ
が
裏
側
へ
後
退
す
る
と
、
ト
ボ
—
グ
チ
の
右
手
は
広
い
空
間
が
得
ら 

れ
、
前
面
に
サ
マ
を
設
け
て
こ
れ
よ
り
採
光
し
こ
こ
で
機
織
が
行
な
わ
れ
た
。
今
日 

で
は
こ
こ
を
物
置
と
し
て
い
る
家
が
多
い
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合
で
も
こ
こ
を
ハ
タ 

バ
と
呼
ん
で
い
る
家
が
多
数
存
在
す
る(

T15.
T

な
ど
そ
の
例
で
あ
る)

。

以
下
に
第
二
表
掲
げ
ら
れ
た
一
八
棟
の
復
原
平
面
図
お
よ
び
復
原
断
面
図
を
添
え 

て
お
い
た
。
ま
た
、
写
真
は
以
上
の
一
八
棟
の
他
に
貴
重
と
思
わ
れ
る
も
の
を
で
き

る
だ
け
多
く
掲
げ
て
お
い
た
。

「註
」

1

…
…
東
武
伊
勢
崎
線
で
東
京
浅
草
ま
で
約
一
時
間
半
で
行
け
る
た
め
、
村
内
で
は 

東
京
に
通
勤
し
て
い
る
人
も
か
な
り
存
在
す
る
。

2

…
…
桑

原

稔

「
邑
楽
郡
明
和
村
の
民
家
」
日
本
建
築
学
会
東
海
支
部
研
究
報
告
集 

第

八

号(

昭
和
四
十
五
年
十
一
月)

3

…
…
壺
屋
の
文
字
は
「今
昔
物
語
」
や

「古
本
説
話
集
」
に
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
か 

ら
平
安
〜
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
存
在
し
た
一
般
庶
民
の
民
家
形
式
で
は
な
い
か
と 

思
わ
れ
る
。
壺
屋
は
字
の
示
す
と
お
り
、
開
口
部
は
出
入
口
た
だ
一
つ
だ
け
で
四 

周
を
壁
で
囲
わ
れ
た
小
さ
な
建
物
の
こ
と
で
あ
る
。

4

…
…
伊
藤
て
い
じ
著
「
日
本
の
美
術
二
十
一
卷
、
民
家
」

一
四
七
ペ
ー
ジ
、
慶
長 

の
堅
穴
住
居(

昭
和
四
十
年
五
月
初
版
、
平
凡
社)0

伊
藤
延
男
編
「
日
本
の
美
術 

6

、N
o
 
3
8

住
居
」
二
十
二
ぺ
ー
ジ
、
堅
穴
の
流
れ
。

5

…
…
手
斧
で
柱
を
仕
上
げ
る
方
法
は
丸
刃
仕
上
げ
と
平
刃
仕
上
げ
の
二
種
類 

あ
っ
て
前
者
の
方
が
一
般
に
よ
り
古
い
仕
上
げ
方
法
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
て
い 

る
。
丸
刃
仕
上
げ
は
手
斧
の
刃
幅
が
せ
ま
く b

耳
(

刃
の
か
ど)

を
お
と
し
て
あ 

る
手
斧
で
仕
上
げ
面
は
丸
味
を
お
び
て
お
り
、
ち
ょ
う
ど
魚
の
う
ろ
こ
の
よ
う
に 

見
え
る
。
こ
の
よ
う
な
丸
刃
の
手
斧
仕
上
げ
は
め
っ
た
に
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ 

り
、
県
内
の
民
家
で
は
お
よ
そ
十
七
世
紀
期
頃
ま
で
使
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
そ 

の
後
平
刃
の
手
斧
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
斜
め
に
細
か 

く
仕
上
げ
る
場
合
と
大
ま
か
に
仕
上
げ
る
場
合
と
が
あ
り
、
前
者
は
後
者
よ
り
古 

い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

6

…
…
こ
の
地
方
で
は
広
間
型
に
お
い
て
コ
ザ
と
ナ
ン
ド
境
の
柱
で
、
ザ
シ
キ
に
面 

す
る
柱
の
こ
と
を
中
ス
ミ
柱
と
呼
ぶ
。



第二表千代田村民家遺構の形式分類及び編年表
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農 17中大黒柱は丸刃  

" 18前 大黒柱は平刃のチョーナとカンナ仕上げ

" 18 中 ______________________

〃 18 後

つ, 了' 体時に枘より文化3年の年号が出た

名主19前福島 
菓子屋 " ______________________________________

主 18 後
2J 19中 現主(M . 34年生厂の3代前の人が建立す 

名王 " ___________________________

農 _〃 おじいさん(3年前70才没)の3代前に建立す 

" " おじいさん(S . 2年82才没)が4才の時建つ

" 19 後 
一〃 19中 現主(M - 34生)の2代前の人が建つ

約120年位前に建つと伝える



K :コ ザ

W :ナン ドZ

ザシキY :ヨコザ

N :ナカノマ

K :カ ッ テ

U :ウマヤ

〇 :オクナンド 

T :ナャノマ 

D :ダイドコロ 

NZ :ナカザシキ

T6君島玉男家T5橋本喜幸家T4渋沢保男家T3小暮孫三郎家T2酒巻峰吉家Ti関口金吉家

0 3 6 10尺



Tio君島直吉家 Til将田章一郎家T9大谷雄一郎家T8新島陽三郎家T?柴崎宗次家 T12森田乙雄家

0 3 6 1 〇 尺



T13小林秀雄冢 T14鈴木清八郎家 T15塩田三四郎家 Tie井上一男家 T17斉藤光蔵家 T18川島常司家

036 10尺



酒巻峯吉家

小暮孫三郎家(t3)(前面)

関口金吉家0\)
軒先の瓦屋根は後補

関口金吉家ダイドコロの柱

小暮孫三郎家

裏側、ナンドが1間裏側へ突き出るため屋根の棟はナン 

ド上部で裏側へ折れて曲り家となる。

酒巻峯吉家(t2)、
前面の瓦屋根は後の改造によるもので、当初は草葺き屋 

根が深く葺きおろされてI、た。

小暮孫三郎家

(東側妻屋根)

酒巻峯吉家

ザシキ表の柱に残る、、サマ〃の痕跡。



柴崎宗次郎(t7)

柴崎宗次家

上屋の軒高が増すため"オダレ〃の屋根(瓦葺)と上屋 

の屋根との間隔が大きくとれるようになり、ここに格子 

の窓を設け屋根裏へ採光している。棟の中央には草葺き 

の煙出しをのせているが、このようなかっこうをした煙 

出しはめずらしく、この地方の特徴である。

新島陽三即け8)
前面に主屋を新築し、現在は使用されていない。

橋本喜幸家、裏側

渋沢保男家(t4)

橋本喜辛冢“ 5)
前面の瓦葺きの部分は当初草葺である。

新島陽三郎家のコザ、

正面左はトコ、右をトコ17キという。

君島玉男家(t6)



大谷雄一郎家0\)、(丑木幸男撮影) 

瓦葺総二階、19世紀前期頃の建築と思われるが当時とし 

てはめずらしかったものと思われる。

君島直百豕

ダイドコロよりザシキをみる〇

大谷雄一郎家東妻、(丑木幸男撮影) 

当家は昔、菓子屋をしていたということであり、道路に 

面した東側は妻梁より上部を漆喰塗りとし化粧をこらし 

ている。

大谷雄一郎家東側

君島直吉家(Ti。)

君島直吉家大黒柱

将田章一郎家(Tn)

将田章一郎家東妻屋根

鎌倉型のグシの中に、、水"の字 

がみえる。



小林秀雄家大黒柱

小林秀雄家のコザ 

正面左がトコ、右はトダナである。この地方では仏壇を 

このトダナの上段トコ寄りに安置する家が多い。

鈴木清八郎家(t14)

将田章一郎家

ザシキよりコザをみる。

森田乙雄家(Tl2)

小林秀雄家(t13)

森田乙雄家大黒柱 

大黒柱の左側にみえる差鴨居はザシキとチャノ々間 

に架けられたもので、高さは1尺4寸3分あり調査 

民家中の差鴨居では最も立派なものである。

塩田三四郎家(t15)
棟の中央には大きな、、ヤグラ〃がのっている。



吉永昭八郎家(上五箇)

大正5年の建築と伝える

塩田三四郎家

エンガワの屋根上部に設けられた屋根裏採光のための開 

口部

塩田三四郎家東妻屋根

小林一郎家(木崎)

井上一男家(T16)
19世紀後期になるとこのような瓦葺二階家が多く建築さ 

れるようになるが、前面に半間の下屋を有してエンガワ 

を設けているところはこれまでと変らない。

浜島正家(福島)

石橋一雄家(木崎)
井上一男家大黒柱

1辺が1尺1寸4分あり装飾的価値 

をも表現して、る。



斉藤光蔵家(Tl7 )

川島常司家(T18)

武藤喜一家(舞木)

大沢百治家(赤岩)

大正4年の建立

神山善作家(木崎) 

昭和10年建立養蚕のためには草葺屋根がよいといわれ 

てt、たので、昭和に入っても養蚕に力を入れている家は、 

写真のような草葺二階屋を建てたということである。

かつての茶屋「新田屋」(赤岩)(都丸十九一 撮影) 

この家に田山花袋が泊り原稿を書いたこともあるとい 

う。近くの堤防拡張で現在地に移転する。

ジュウノウ瓦の家(下中森)(都丸十九一 撮影) 

この瓦は小泉瓦とも呼ばれ戦後まで小泉で生産されてい 

たが、強度がないため割れ易く以後生産されていない。

森田要一郎家(新福寺)

村内の民家の多くは前の写真でも紹介したように表 

側に上屋の屋根と段違いの下屋を設けて、下屋上だけ 

瓦葺としている。しかし、ここに掲げた家のように上 

屋の屋根が深く葺きおろされて下屋を包含するのがよ 

り古い形式と思われる。森田要一郎家はその過渡的形 

態を示しており大変興味深い。

(本項写真は一部を除き、桑原 稔撮影である。)



千
代
田
村
の
民
具

は

じ

め

に

千
代
田
村
の
民
具
と
し
て
集
ま
っ
た
資
料
を
一
見
し
た
と
き
、
ひ
と
言
で
い
う
な 

ら
ば
、
際
立
っ
て
特
殊
な
も
の
は
見
当
ら
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
理
由
は
い
ろ
い
ろ 

考
え
ら
れ
る
が
、

一
つ
に
は
制
約
さ
れ
た
時
間
内
で
広
範
な
調
査
を
す
る
の
で
対
面 

で
き
る
民
具
は
極
め
て
限
ら
れ
た
も
の
に
な
る
こ
と
、
二
つ
に
は
、
調
査
に
あ
た
っ 

て

「古
い
も
の
」
と
い
う
こ
と
ば
で
伝
え
ら
れ
た
情
報
へ
の
反
応
と
し
て
、
調
査
地 

区
民
が
特
別
の
い
わ
れ
や
価
値
の
与
え
ら
れ
そ
う
な
も
の
を
選
択
し
て
提
示
す
る
た 

め
に
限
定
さ
れ
て
く
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
本
来
の
民
具
、
 

日
常
の
生
活
の
た
め
に
伝
承
し
、
用
い
ら
れ
て
き
た
生
々
し
い
実
用
道
具
は
姿
を
見 

せ
ず
に
終
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
報
告
さ
れ
た
も
の
だ 

け
で
千
代
田
村
の
民
具
に
つ
い
て
結
論
を
出
す
こ
と
は
不
可
能
な
こ
と
と
い
わ
ね
ば 

な
ら
な
い
。

今
回
報
告
さ
れ
た
民
具
の
ほ
と
ん
ど
は
、
現
に
使
用
し
て
い
な
い
も
の
、
道
具
と 

し
て
使
用
の
生
命
を
終
っ
た
も
の
で
あ
る
。
民
具
は
、
ど
こ
に
も
あ
る
身
近
で
親
し 

み
ぶ
か
い
実
用
の
生
活
道
具
で
あ
る
た
め
に
、
ひ
と
た
び
実
用
価
値
を
失
う
と
「
じ
ゃ 

ま
」
に
な
り
、
捨
て
ら
れ
て
急
速
に
姿
を
消
す
宿
命
を
も
っ
て
お
り
、
千
代
田
村
も 

ま
た
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
平
地
の
農
村
で
あ
る
こ
と
か
ら
山
樵
関
係
、
狩
撖
関
係 

の
用
具
は
見
当
ら
ず
、
田
舟
、
オ
オ
ガ
、
田
こ
す
り
、
鍬
な
ど
を
は
じ
め
と
し
た
農 

具
に
特
色
が
み
ら
れ
た
が
、
サ
ナ
、
ヵ
ラ
ト
、
織
機
そ
の
他
貴
重
な
民
俗
資
料
が
、
 

相
次
ぐ
家
の
改
築
の
た
め
に
灰
と
化
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

こ
こ
に
収
録
し
た
民
具
は
、
千
代
田
村
独
自
の
も
の
は
見
当
ら
な
い
〇
周
辺
地
区 

に
広
く
分
布
し
て
い
る
も
の
が
多
い
の
で
今
後
の
調
査
研
究
が
ま
た
れ
る
も
の
で
あ

る
。
本
書
の
各
項
を
参
照
せ
ら
れ
た
い
。(

阪
本
英
一)

一
 

衣
•

食
*

住
に
関
す
る
用
具

麦
わ
ら
帽
子 

最
近
の
市
販
品
で
、
男
性
が
現
在
も
使
用
し
て
い
る
。(

上
五
箇) 

か 

さ 

夏
季
な
ど
の
農
作
業
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
、
内
側
に
丸
い
輪
と
、
耳 

か
け
の
ょ
ぅ
な
も
の
に
ひ
も
を
つ
け
て
か
ぶ
っ
た
も
の
だ
っ
た
が
、
最
近
は
小
屋
の 

隅
で
ほ
こ
り
を
か
ぶ
っ
て
い
る
。

し
ば
み
の
下
中
森
の
遠
藤
正
雄
氏
の
提
供
し
て
く
れ
た
も
の
で
表
は
シ
バ(

草) 

で
編
み
、
裏
側
は
糸
で
こ
ま
か
く
編
み
、
結
ん
で
い
る
。
や
わ
ら
か
く
、
軽
く
、
収 

縮
も
內
在
な
の
で
身
体
に
ぴ
っ
た
り
す
る
。
こ
の
地
方
で
編
ん
だ
も
の
か
他
地
方
か

むぎわらぼうし(上五箇)(井田安雄 撮影)

シバミノ(下中森)(都丸十九一撮影)



ら
将
来
さ
れ
た
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
。(

下
中
森)

オ
ニ
オ
ロ
シ 

初
午
に
ス
ミ
ツ
カ
リ
を
つ
く
る
と
き
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
道 

具
、
大
工
に
頼
ん
で
つ
く
っ
て
も
、
自
分
で
つ
く
っ
て
も
ス
ミ
ッ
カ
リ
の
味
に
は
変 

り
は
な
い
。
材
料
は
、
手
ご
ろ
な
ふ
た
ま
た
の
棒
を
さ
が
し
、
こ
れ
に
大
き
め
に
の 

こ
ぎ
り
状
の
歯
を
つ
け
た
竹
を
く
ぎ
で
と
め
て
つ
く
れ
ば
で
き
あ
が
り
で
あ
る
。
こ 

れ
を
用
い
て
大
根.

に
ん
じ
ん
を
す
り
お
ろ
し
て
、
あ
ぶ
ら
げ
や
と
ぅ
ふ•

さ•
け
の 

頭
や
酒
粕
を
入
れ
た
汁
、
ス
ミ
ッ
カ
リ
を
つ
く
る
わ
け
で
あ
る
。
野
趣
あ
ふ
れ
る
道 

具
で
、
つ
く
ら
れ
た
汁
も
ま
た
ま
っ
た
く
の
田
舎
の
味
と
な
る
。(

萱
野.

新
福
寺)

初
午
の
ス
ミ
ッ
カ
リ
を
つ
く
る
と
き
の
大
根
を
お
ろ
す
道
具
。
材
質 

木
製
、

二
 

ヌ
の
木
、
お
ろ
す
部
分
は
竹
。
法

量

幅

二

十

六
cm
、
長
さ
四
十
cm
。(

萱
野) 

キ
ッ
タ
テ 

ふ
た
を
失
な
っ
て
い
る
が
、
酒
用
に
使
っ
た
も
の
か
。(

下
中
森)

鉢
ど
ん
な
用
途
に
使
っ 

た
も
の
か
わ
か
ら
な
く
な
っ 

て
し
ま
っ
た
も
の
の
一
つ 

で
、
す
り
鉢
状
で
あ
る
。

薬

研

下

中

森

所

見

の

も
の
で
、
台
と
も
に
木
製
と

い
う
の
は
現
在
で
は
稀
で
貴
重
な
例
で
あ
る
。
も
と
も
と
製
薬
用
に
使
用
さ
れ
て
い 

る
の
が
薬
研
で
あ
る
が
、

一
般
家
庭
で
は
、
と
う
が
ら
し
な
ど
を
す
り
つ
ぶ
す
の
に 

,
使
用
す
る
た
め
に
所
有
さ
れ
る
例
が
多
か
っ
た
。(

下
中
森)

タ 

ン 

弁
当
入
れ
。
材
質 

竹
。
外
側
は
〇•

三
cm
の
皮
竹
の
網
代
編(

二
、
 

二)

。
内
側
は
〇.

八
cm
の
身
竹
で
網
代
編(

二
、
二)

。
外
側
に
二•

二
cm
幅
の
皮 

竹
を
上
下
に
ま
わ
し
、
〇
•

三

cm
の
皮
竹
で
と
じ
つ
け
、
上
下
は
ち
ょ
う
つ
が
い
と 

口
金
で
と
め
る
。
ふ
た
の
内
側
に
も
二•

一
cm
の
身
竹
を
ま
わ
し
、
外
側
か
ら
ま
わ 

し
た
皮
竹
で
と
じ
る
。
は
こ
の
内
側
に
は
二•

三

cm
の
身
竹
を
ま
わ
し
、
ち
ょ
う
つ 

が
い
、
口
金
と
っ
て
の
金
具
で
と
め
る
。
法
量
、
幅
一
七.

五

cm
、
長
さ
ー
ー.

五 

cm
、
高
さ
八
cm
。(

萱
野)

ほ
う
ろ
く 

豆
を
い
っ
た
り
、
や
き
も
ち
を
焼
い
た
り
す
る
の
に
以
前
は
ほ
う
ろ 

く
を
使
っ
た
。
素
焼
き
の
ほ
う
ろ
く
は
、
焦
げ
ず
、
ふ
っ
く
ら
と
焼
き
上
が
っ
て
美 

味
い
と
い
う
の
で
各
家
庭
で
使
っ
て
い
た
。
こ
こ
に
上
げ
る
の
は
赤
岩
で
の
所
見
で 

あ
る
。
戦
中
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
物
資
不
足
時
代
に
陽
に
あ
た
っ
た
時
期
が
あ
っ 

た
が
、
ジ
ュ
ラ
ル
ミ
ン
製
に
と
っ
て
代
ら
れ
て
姿
を
消
し
た
。(

赤
岩)

み
そ
だ
る 

三
年
み
そ
が
よ
い
と
か
、
み
そ
の
色
が
薄
く
な
る
こ
と
は
左
り
前
に 

な
っ
て
き
た
証
拠
と
か
い
わ
れ
た
時
代
に
は
、
み
そ
だ
る
が
陽
に
あ
た
る
こ
と
も
少

オニオロシ(萱野)

(青木則子撮影)

オニオロシ(新福寺)

(阪本英一撮影)

キッタテ 蓋がない(下中森)

(都丸十九一撮影)

鉢使用不明(下中森)

(都丸十九--撮影)

薬研(下中森)

(金子緯一郎撮影)



な
か
っ
た
が
、
ビ
ー
ー
ー
ル
の
袋
を
か
け
ら
れ
て
、
古
い
タ
ィ
ヤ
の
上
に
置
か
れ
る
の 

も
時
勢
で
あ
る
。
み
そ
た
き
に
は
、
桶
の
上
部
を
切
っ
た
半
切
り
桶
と
、
豆
を
か
き 

ま
わ
す
大
き
な
し
ゃ
も
じ
は
つ
き
も
の
だ
っ
た
。(

赤
岩)

ハ
ン
ギ
リ
桶 

ミ
ソ
タ
キ
の
時
に
ハ
ン
ギ
リ
桶
を
使
う
。
直
径
七
五
、
五
セ
ン
チ
、
 

高
さ
三
五
セ
ン
チ
。
煮
た
大
豆
を
臼
で
つ
い
て
塩
を
ま
ぜ
、
コ
ゥ
ジ
菌
を
入
れ
て
ミ 

ソ

樽(

高
さ
五
四
セ
ン
チ
、
四
斗
入
り)

に
入
れ
、
ミ
ソ
部
屋
に
並
べ
て
置
く
。
古 

、、唄
こ
食
べ
る
。
ミ
ソ
シ
ャ
モ
ジ
は
長
さ
六
七
セ
ン
チ
で
、
ミ
ソ
を
か
き
ま
わ
す
。
 

(

赤
岩)

シ
ョ
ゥ
ユ
し
ぼ
り 

組
内
が
共
同
で
し
ょ
う
ゆ
し
ぼ
り
を
や
る
•'〇
当
番
の
者
が
早 

起
き
し
て
原
料
を
煮
つ
め
る
。
原
料
の
み
そ
は«

で
発
酵
さ
せ
た
も
の
で
、
麻
袋 

に
入
れ
、
大
き
な
木
箱
に
入
れ
て
、
キ
リ
ン
で
し
め
て
し
ぼ
る
。
木
箱
は
ー
ー
八
、
 

五X

六
六
、
五
セ
ン
チ
、
高
さ
六
五
セ
ン
チ
の
大
き
さ
で
、
底
に
溝
が
つ
い
て
い
る
〇 

し
ぼ
り
汁
を
大
釜
に
入
れ
て
煮
る
。
作
業
は
集
会
所
に
集
ま
っ
て
共
同
で
や
る
。(

赤 

岩)
ほ
う
ち
ょ
う
調
理
用
の
ほ
う
ち
ょ
う
の
中
で
も
、
う
ど
ん
づ
く
り
用
の
ほ
う

ち
ょ
う
は
、
群
馬
県
下
広
く
見
ら
れ
る
も
の
で
、
こ
ね
た
粉
を
薄
く
の
ば
し
、
手
打 

ち
う
ど
ん
を
切
る
た
め
に
使
っ
た
。

桑
切
り
ほ
う
ち
ょ
う
は
、
大
形
で
、
養
蚕
の
稚
蚕
期
に
桑
を
切
っ
て
給
桑
す
る
た 

め
に
使
っ
た
も
の
で
あ
る
。(

赤
岩)

膳 

か
つ
て
は
箱
膳
を
使
用
し
て
い
た
と
い
う
が
報
告
は
一
例
も
な
か
っ
た
。
上 

中
木
木
と
下
中
森
か
ら
報
告
さ
れ
た
も
の
は
、
ど
ち
ら
も
日
常
の
生
活
に
用
い
る
も
の

タン(萱野)(青木則子撮影)

ほうろく

径34 cm高さ4. 3 cm (赤岩)

(関口正己撮影)

みそだる(4斗入)高さ54 cm (赤岩) 

(関口正己撮影)

半切り桶としゃもじ、みそたき用(赤岩) 

(関口正己撮影)

しょうゆしはり
たて118.5横66. 5高さ65 cm

(赤岩) (関口正己撮影)

ほう丁各種(赤岩)

左2本桑切り、右2本ウドン切り用 
(関口正己撮影)



で
な
く
、
祝
儀
不
祝
儀
の
人
寄
せ
の
際
に
使
わ
れ
る
膳
椀
類
の
一
つ
で
、
ふ
だ
ん
は 

蔵
の
中
に
し
ま
わ
れ
て
い
る
類
の
も
の
で
あ
る
。(

上
中
森•

下
中
森)

徳

‘
利 

上
五
箇
か
ら
の
報
告
は
、
現
在
の
姿
、
形
ば
か
り
ま
と
ま
っ
て
量
ょ
り 

も
本
数
を
問
題
に
さ
せ
る
小
さ
な
も
の
と
ち
が
っ
て
、
ど
っ
し
り
と
腰
を
落
ち
つ
け 

さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
新
福
寺
所
見
の
も
の
は
、
い
わ
ゆ
る
貧
乏
徳
利
で
あ
っ
た
。

杵 

上
五
箇
か
ら
報
告
さ
れ
た
も
の
は
精
米
用
の
も
の
で
、
玄
米
を1

す
る
と 

き
に
使
用
し
た
も
の
で
、
こ
れ
と
対
に
な
る
臼
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。

玄
米
を
！

す
る
杵
は
、
先
端
が
凹
ん
で
い
て
、
臼
に
玄
米
を
入
れ
て
杵
を
落
と 

す
ょ
ぅ
に
し
て
つ
い
た
も
の
。(

上
五
箇)

灯
火
用
具

行 

灯
(

あ
ん
ど
ん)

下
中
森
か
ら
報
告
さ
れ
て
い
る
。

一
例
は
紙
を
は
っ
た 

も
の
で
あ
り
、
他
の
例
は#

組
だ
け
に
な
っ
て
い
る
が
、
使
用
可
能
な
も
の
で
後
者 

の
方
が
一
般
で
あ
っ
た
。(

下
中
森)

が
ん
ど
ぅ 

は
一
例
だ
け
の
報
告
で
あ
っ
た
が
、
前
方
だ
け
を
照
ら
す
た
め
に
く

ふ
ぅ
さ
れ
た
投
光
器
で
、
ブ
リ
キ
製 

の
新
し
い
時
代
の
も
の
ら
し
か
っ
た
。
 

(

下
中
森)

燭
台 

ロ
ー
ソ
ク
立
て
で
、
蔵
の 

片
隅
な
ど
に
は
ま
だ
残
っ
て
い
る
と 

思
わ
れ
る
が
、
結
婚
式
や
村
の
寄
合 

い
な
ど
に
は
百
匁
ロ
ー
ソ
ク
な
ど
を 

立
て
て
使
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

(

下
中
森)

ラ
ン
プ
明
治
か
ら
大
正
に
か
け 

て
、電
灯
の
普
及
す
る
ま
で
の
期
間
、
 

行
灯
や
ヒ
デ
鉢
に
と
っ
て
代
っ
て
生 

活
の
必
需
品
と
な
っ
た
ラ
ン
プ
も
、

最
近
で
は
神
仏
に
供
え
る
灯
明
用
の
小
さ
な
台
ラ
ン
プ(

豆
ラ
ン
プ)

が
見
ら
れ
る 

程
度
で
あ
る
。
瀬
戸
井
の
所
見
で
は
、
か
ざ
り
つ
き
の
台
ラ
ン
プ
に
箱
を
つ
く
り
、
 

一
方
だ
け
を
明
る
く
で
き
る
よ
う
に
工
夫
し
た
勉
強
用
の
ラ
ン
プ
が
あ
り
、
赤
岩
、
 

上
五
箇
で
は
吊
り
ラ
ン
プ
、
天
神
原
、
上
五
箇
か
ら
豆
ラ
ン
プ
が
そ
れ
ぞ
れ
報
告
さ 

れ
て
い
る
。

豆
ラ
ン
プ 

石
油
を
使
用
。
材
質
ガ
ラ
ス
。
法
量•

高
さ 

十
一
、
五
cm
、
底
径 

六
、
五
cm(

天
神
原)

ち
ょ
う
ち
ん 

ロ
ー
ソ
ク
を
入
れ
て
歩
行
用
に
利
用
す
る
ち
ょ
う
ち
ん
は
、

一
般 

に
は
す
で
に
失
な
わ
れ
た
が
、
婚
礼
な
ど
の
儀
式
用
に
使
わ
れ
た
定
紋
入
り
の
弓
張 

ち
ょ
う
ち
ん
が
赤
岩
に
あ
っ
た
。
昔
は
、
箱
に
入
れ
て
座
敷
の
鴨
居
な
ど
に
つ
る
し 

て
お
い
た
も
の
で
あ
る
。(

赤
岩)

た
ん
す 

現
在
の
も
の
ょ
り
は
低
く
、
上
部
が
両
び
ら
き
に
な
り
、
小
ひ
き
出
し 

や
金
具
が
た
く
さ
ん
つ
い
た
古
い
た
ん
す
が
下
中
森
か
ら
報
告
さ
れ
た
。
こ
う
し
た 

江
戸
時
代
の
生
活
を
伝
え
る
家
具
は
稀
に
し
か
残
っ
て
い
な
い
。(

下
中
森)

長
持
ち 

衣
類
や
寝
具
ま
で
も
収
納
で
き
る
長
持
は
、
昭
和
初
年
ま
で
は
嫁
入
り

人寄せの際の膳(下中森)

(都丸十九一撮影)

お膳(杉戸義家)(上中森)

(丑木幸男撮影)

徳利(上五箇)

(関口正己撮影)

玄米を精白する杵 先が凹む(上五箇)

(関口正己撮影)



アンドン(下中森)

(都丸十九一撮影)

行燈(下中森)

(金子緯-^郎撮影)
燭台(下中森)

(金子緯-^郎撮影)

ランプ3種(上五箇>

(関口正己撮影)

提灯とランプ(赤岩)

(関口正己撮影)
ランプ(中島)

(阿部孝撮影)

ランプ(天神原)

(青木則子撮影)

ランプ手前だ
けが明るくなる 
(瀬戸井) 

(阪本英一撮影) 



江戸時代の末頃のタンス (下中森)
(金子緯一郎撮影)

長持ち(下中森)(金子緯一郎撮影)

からと(上五箇)(井田安雄撮影)

牛小屋のわきに出されたカラト(萱野)

(青木則子撮影)

昔のハヱ取り器具のひとつ。(金子緯一郎 撮影) 

ハヱを取っているところ(赤岩)
(金子緯一郎撮影)

道
具
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
。
下
中
森
の
例
は
、
上
下
二
つ
重
な
っ
て
、
時
代
の
異 

な
る
姿
を
見
せ
て
い
る
が
、
下
の
も
の
が
古
く
、
上
の
方
は
ひ
か
く
的
新
し
い
も
の 

で
あ
る
。(

下
中
森)

か
ら
と 

ふ
つ
う
の
長
持
ょ
り
も
大
き
く
、
し
っ
か
り
し
た
つ
く
り
で
車
を
つ
け 

た
長
持
を
カ
ラ
ト(

車
長
持)

と
い
う
。
カ
ラ
ト
は
、
江
戸
で
禁
じ
ら
れ
て
か
ら
地 

方
に
根
づ
き
、
富
豪
の
家
な
ど
で
つ
く
ら
れ
た
。
地
震
や
火
事
な
ど
の
非
常
の
際
、
 

こ
の
中
に
め
ぼ
し
い
家
財
を
入
れ
て
綱
で
引
い
て
避
難
す
る
た
め
の
非
常
持
ち
出
し 

用
具
と
い
う
わ
け
で
あ
っ
た
。
千
代
田
村
で
は
か
な
り
の
数
が
残
っ
て
い
る
ら
し
い 

、が
、
最
近
は
不
用
に
な
り
、
牛
小
屋
の
飼
料
入
れ
や
、
何
か
の
台
に
お
ち
ぶ
れ
て
い 

る
の
が
実
情
で
あ
る
。(

萱
野•

上
五
箇)

車
の
つ
い
て
い
る
大
き
い
長
持
を
カ
ラ
ト
と
い
う
。
幅
四
尺
、
長
さ
六
尺
、
八
分 

板
で
つ
く
る
。
ふ
つ
う
の
長
持
は
幅
二.

五
尺
、
長
さ
五
尺
で
カ
ン
が
つ
い
て
い
て 

か
つ
ぐ
ょ
う
に
な
っ
て
い
る
。

車
の
つ
い
て
い
る
長
持
。
材

質

木

。
法
量•

幅
七
十
cm
、
長
さ
一
五
一
cm
、
高



さ
七
十
八
cm
。(

萱
野)

こ
れ
は
吉
永
利
雄
さ
ん(

明
治
三
十
三
年
生
ま
れ)

の
祖
父
の
時
代
の
も
の
と
I' 

う
。
嫁
入
り
の
と
き
に
夜
具
を
い
れ
て
ひ
っ
ぱ
っ
て
き
た
も
の
と
I'
う
。
こ
れ
は
旧 

家
で
な
い
と
な
い
と
い
う
。(

上
五
箇)

ハ
エ
と
り
器 

ハ
エ
叩
き
の
よ
う
に
惨
酷
で
き
た
な
ら
し
い
方
法
を
と
ら
ず 

楽 

し
み
な
が
ら
や
ろ
う
と
し
た
ら
こ
ん
な
形
に
な
る
の
か
と
思
う
よ
う
な
器
具
竹
を

割
っ
て
薄
く
け
ず
り
、
筒
形
の
骨
組̂

つ
く
っ
て
紙̂

は
り
、
上
部,
に
袋
を
つ
け
た 

も
の
。
下
の
か
ご
の
部
に
柄
を
つ
け
て
ハ
ヱ
の
上
に
持
っ
て
ゆ
き
、
素
早
く
か
ぶ
せ 

る
と
ハ
ヱ
は
上
の
明
る
い
方
へ
と
び
あ
が
り
、
逃
げ
ょ
ぅ
と
す
る
と
上
部
の
袋
の
中 

こ
捕
え
ら
れ
る
と
い
ぅ
仕
組
み
で
、
ど
こ
か
風
情
の
あ
る
バ
ヱ
と
り
で
あ
る
。(

赤
岩) 

ね
ず
み
と
り
器 

箱
の
中
に
鼠
の
好
む
餌
を
入
れ
て
、
中
蓋
を
上
げ
て
置
き
、
鼠 

が
中
に
入
る
と
、
止
め
具
を
は
ず
し
て
押
し
つ
ぶ
す
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
も
の
。
 

ょ
そ
で
も
見
ら
れ
る
の
で
、
あ
る
時
期
に
流
行
し
た
ら
し
い
。(

中
島)

モ
ロ
コ
シ
ボ
ゥ
キ 

台
所
用
の
ホ
ゥ
キ
。
自
分
で
作
る
。(

萱
野)

二

生

産
•

生
業
に
関
す
る
用
具

H
 

農 

具

従
来
の
裸
の
労
働
を
主
と
し
た
農
業
か
ら
機
械
を
多
用
す
る
農
業
へ
の
変
化
の
中 

で
、
時
代
お
く
れ
に
な
っ
た
各
種
の
農
具
は
、
老
人
の
感
傷
か
ら
て
い
ね
い
に
小
屋

の
上
に
し
ま
わ
れ
て5

た
り
、

一
部
で 

使
用
さ
れ
て
い
る
た
め
に
現
在
の
時
点 

で
は
か
な
り
保
存
さ
れ
て
い
る
。

エ
ン
ガ
柄
鍬
は
各
地
で
報
告
さ
れ 

た
。
太
く
て
長
い
柄
を
に
ぎ
っ
て
鍬
を 

蹴
る
ょ
ぅ
に
土
中
に
さ
し
こ
み
、
挺
子 

の
原
理
を
応
用
し
て
畑
を
耕
起
す
る
農 

具
で
、
こ
れ
で
一
日
一
反
の
畑
を
や
れ 

る
と
一
人
前
の
農
民
と
し
て
み
ら
れ
た 

も
の
で
あ
る
。
柄
を
し
め
る
た
め
に
竹 

を
使
っ
た
の
も
あ
る
が
、

エ
ン
ガ
に
つ 

く
泥
を
落
す
た
め
に
ッ
バ
ク
シ(

竹
ベ 

ら)

を
つ
け
て
お
い
た
。

ねずみ取り器(中島)

(阿部孝撮影)

モロコシボウキ(天神原)

(青木則子撮影)

ヱンガ(瀬戸井)(阪本英一撮影)

えんが(柄鍬)(赤岩)(関口正己 撮影)

ヱンガ(新福寺)(阪本英一撮影)



ひらぐわ(瀬戸井)

(阪本英一撮影)

シャベル(瀬戸井)

(阪本英一撮影)

しゃくし (赤岩)(関口正己 撮影)

へラ(萱野)(青木則子撮影)

田スキ (下中森)(金子緯一郎 撮影)

すき(新福寺)(阪本英一撮影)

オオガ (新福寺)(阪本英一 撮影)



オ
オ
ガ 

昭
和
十
年
こ
ろ
ま
で
は
、
田
を
耕
起
す
る
の
に
は
、
こ
れ
を
馬
に
ひ
か 

せ
て
使
っ
た
。
全
長
二
、
五
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
大
き
さ
だ
が
、
指
二
本
を
そ
え
た
た 

け
で
も
使
え
る
く
ら
い
軽
く
、
馬
は
田
の
中
を
ぐ
る
ぐ
る
ま
わ
っ
て
い
て
も
、
人
間 

の
方
は
遠
く
の
方
で
や
っ
て
い
ら
れ
た
。
オ
オ
ガ
を
使
う
と
、
半
日
で
四
反
は
楽
に 

や
れ
た
ほ
ど
能
率
が
ょ
か
っ
た
。

ス
キ 

オ
オ
ガ
を
小
型
に
改
良
し
て
い
っ
た
も
の
の
一
つ
が
こ
れ
で
あ
る
。
も
ち 

ろ
ん
牛
馬
に
ひ
か
せ
て
使
用
す
る
も
の
で
、
田
畑
を
深
く
耕
起
で
き
る
ば
か
り
で
な 

く
、
小
回
り
が
き
い
て
扱
い
易
く
、
小
型
耕
耘
機
の
出
現
ま
で
の
間
の
主
役
と
し
て 

使
用
さ
れ
て
き
た
。

材
質
、

ヘ
ラ
の
部
分
は
ヶ
ヤ
キ
、
柄
は
エ
ノ
キ
、

エ
ノ
キ
の
柄
は
細
く
て
も
ね
ば 

り
が
あ
っ
て
良
い
〇
ヘ
ラ
に
は
油
の
あ
る
ク
ル
ミ
が
向
く
。
鉄
歯
は
と
り
か
え
ら
れ 

る
。(

天
神
原)

シ
ャ
ベ
ル 

ひ
か
く
的
最
近
の
も
の
で
あ
る
が
、
柄
の
部
分
、
特
に
上
部
の
形
が 

平
鍬
や
、
し
ゃ
く
し
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
と
ょ
く
似
て
い
る
。
湿
地
帯
の
多
か
っ 

た
当
也
で
は
、
柄
の
長
い
こ
と
、
扱
い
易
い
こ
と
な
ど
の
工
夫
か
ら
こ
う
し
た
型
を 

必
要
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

ひ
ら
ぐ
わ(

平
鍬)

こ
の
名
称
は
瀬
戸
井
で
聞
い
た
も
の
で
、
赤
岩
で
は
し
ゃ 

く
し
、
萱
野
で
は
～
ら
と
よ
ん
で
い
る
。
湿
田
を
耕
し
た
り
、
排
水
路
の
土
を
掘
っ 

た
り
す
る
道
具
と
し
て
使
用
し
た
が
、
土
地
改
良
の
進
ん
だ
最
近
で
は
、
そ
の
生
命 

は
終
っ
た
。

 ヽ

ラ 

ア
ゼ
、
ク
ロ
を
ぬ
る
道
具
。
材
質
、
ヶ
ヤ
キ
、
歯
は
鉄
。
棒
屋
が
つ
く 

る
〇法

量
幅
ー
ー 
•

八

cm
、
全
長
ー
ー
七
cm
。
柄
、
径
三.

四

cm
。
鉄
の
歯
先
だ
け 

と
り
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。(

萱
野)

く
わ 

鍬
は
サ
ク
マ
を
掘
っ
て
土
を
上
げ
、
除
草
に
用
い
る
。
備
中
鍬
は
大
ゥ
ネ 

の
時
に
吏
う
。
サ
ツ
マ
ィ
モ
掘
り
な
ど
も
こ
れ
で
や
る
。
唐
鍬
は
開
懇
用
で
あ
る
。
 

ハ
バ
タ
は
幅
の
広
い
鍬
で
、
開
懇
用
に
使
う
。

デ
ン
チ
ッ
ク
ヮ
は
小
さ
い
鍬
で
、
サ
ク
マ(

う
ね
の
間)

に
使
う
。

田
こ
す
り
は
亀
の
甲
と
も
い
い
、
田
の
草
取
り
の
か
わ
り
に
、
株
の
間
を
こ
す
っ 

て
除
草
し
た
。
最
近
は
除
草
剤
が
あ
る
か
ら
使
用
し
な
く
な
っ
た
。(

上
五
箇) 

く
さ
か
き 

畑
に
使
う
農
具
と
し
て
あ
る
が
、
畑
作
地
帯
や
山
村
と
ち
が
っ
て
小 

さ
い
も
の
、
か
ん
た
ん
な
も
の
が
使
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。

クワ各種(赤岩)
(右)ハパター開懇用 
(中jクワーサク访リ用''
備中鍬一畑のサク切リ用

(関口正己撮影)

くさかき (新福寺)(阪本英一 撮影)

さつまいも用のくわ(新福寺)

(阪本英一撮影)

まんのう各種(新福寺)(阪本英一 撮影)



マ
ン
ノ
ゥ(

万
能)

備
中
鍬
と
い
わ
れ
て 

江
戸
中
期
こ
ろ
か
ら
さ
か 

ん
に
使
用
さ
れ
る
ょ
ぅ
に 

な
っ
た
三
本
刃
の
鍬
で
、
 

田
を
耕
す
と
き
に
馬
を
使 

わ
な
い
と
こ
ろ
や
、
馬
が 

入
れ
な
い
隅
の
方
を
お
こ

す
の
に
使
用
し
て
き
た
生
命
の
長
い
農
具
で
あ
る
。
全
体
に
丸
味
を
も
ち
、
少
し
短 

か
目
の
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
粘
土
質
の
桑
園
の
さ
く
切
り
用
に
も
使
う
よ
う
に 

な
り
、
柄
と
刃
と
が
つ
く
る
角
度
を
よ
り
鋭
角
に
し
て
、
刃
を
長
く
つ
く
っ
た
マ
ン 

ノ
ゥ
を
桑
園
や
畑
の
さ
く
切
り
用
に
し
て
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
春
秋
二 

回
の
桑
園
の
さ
く
切
り
専
用
に
し
た
家
も
あ
る
。(

新
福
寺)

更
に
戦
中
か
ら
戦
後 

に
か
け
て
の
食
料
不
足
の
時
代
に
、
食
料
増
産
の
国
策
に
そ
っ
て
大
規
模
に
さ
つ
ま 

い
も
つ
く
り
を
進
め
た
と
き
に
は
、
四
本
刃
で
、
細
く
長
い
軽
い
マ
ン
ノ
ゥ
が
さ
つ 

ま
い
も
専
用
に
つ
く
ら
れ
、
さ
か
ん
に
使
用
さ
れ
た
。

マ
ン
ガ(

馬
鍬)

田
植
え
を
す
る
と
き
に
馬
に
ひ
か
せ
て
水
田
を
か
く
作
業
に 

使
う
農
具
で
、
基
本
型
は
ほ
と
ん
ど
変
ら
な
い
が
、
新
福
寺
の
例
で
は
、

一
度
に
幅 

広
く
代
搔
き
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
本
来
の
刃
の
部
分
に
板
を
つ
け
て
幅
を 

ひ
ろ
げ
、
両
端
に
二
本
ず
つ
の
木
製
の
刃
を
つ
け
て
い
る
。
こ
う
し
て
一
五
三
セ
ン 

チ
メ
ー
ト
ル
に
な
っ
て
い
た
。

百
本
マ
ン
ガ 

千
本
マ
ン
ガ 

麦
ま
き
を
す
る
と
き
に
田
の
中
を
馬
に
ひ
か
せ
て 

土
塊
を
こ
ま
か
に
し
て
な
ら
す
道
具
で
、
赤
岩
所
見
の
も
の
に
は
把
手
を
つ
け
て
操 

作
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り(

八
三X

 

一
四
五
セ
ン
チ)

、
新
福
寺
の
も 

の
は
、
刃
の
露
出
し
て
い
る
部
分
の
長
さ
が
十
ニ
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
が
九
三 

本
、
六
列
に
並
べ
て
う
め
ら
れ
た
も
の
を
使
用
し
て
い
た
。
後
者
は
ひ
か
く
的
近
年 

に
つ
く
ら
せ
た
も
の
だ
と
い
う
。

牛
に
ひ
か
せ
る
。
材

質

歯

鉄

製

枠

木

製

。

法
量 

幅
一
四
九
cm
、
長
さ
八
十
七
、
五

cm
歯

幅

〇

、
七

cm
、
長
さ
十
cm
。
 

歯
百
一
本
。(

萱
野)

ス
ジ
ヒ
キ 

農
作
業
の
中
で
は
、
す
じ
ひ
き
を
す
る
機
会
は
思
っ
た
よ
り
多
い
。

くわとくさかき(瀬戸并)

(阪本英一撮影)

馬鍬(まんが)(赤岩)

馬に引かせ水田をかく

(関口正己撮影)

まんが(新福寺)(阪本英一撮影)

百本まんが(赤岩)

馬にひかせ,田をならす

(関口正己撮影)



一
 
g

の
繩
を
使
っ
て
一
列
ず
つ
す
じ
ひ
き
を
す
る
の
も
作
業
に
よ
っ
て
は
非
能
率
な 

こ
と
で
、
最
近
さ
か
ん
に
な
っ
て
き
た
水
稲
の
直
播
法
は
特
に
そ
の
感
が
あ
る
。
そ 

こ
か
ら
工
夫
さ
れ
て
つ
く
ら
れ
た
の
が
ス
ジ
ヒ
キ
の
よ
う
で
あ
る
。

直
播
の
田
に
す
じ
を
つ
け
る
道
具
。
木
製
。

法

量

幅

二

八

cm
、
長
さ
二
十
四
cm
、
柄

太

さ

三

、
四x
三
、
五
、
長
さ
一 

七
八
cm
。(

萱
野)

田
こ
す
り
除
草
用
の
農
具
の
一
種
で
、
畑
で
使
う
も
の
は
単
に
こ
す
り
と
よ
ん 

で
い
る
よ
う
で(

赤
岩)

、多
く
は
水
田
用
に
使
用
し
て
い
る
？

田
妄
り
と
い
う
。
 

木
こ
刃
を
植
え
こ
ん
で
つ
く
っ
た
も
の
が
古
く
、
最
初
は
ョ
ツ
ゴ
と
同
じ
だ
と
み
ら 

れ
る
。
用
水
が
こ
な
い
と
き
な
ど
に
稲
の
さ
く
を
少
し
掘
り
お
こ
す
よ
う
に
し
て
草 

と
り
を
す
る
が
刃
の
短
か
い
も
の(

柄
も
短
か
い)

て
こ
す
り
、
続
い
て
柄
の
長
、 

も
の
で
や
る
。
長
い
柄
は
二
五
五
セ
ン
チ
に
も
達
し
、
短
か
い
と
ど
う
し
て
も
腰
を 

屈
め
な
い
と
作
業
に
な
ら
な
い
が
、
長
い
も
の
は
楽
な
姿
勢
で
や
れ
る
上
に
、
稲
を 

い
た
め
な
い
で
す
む
の
で
一
石
二
鳥
な
の
だ
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
毎
戸
に
長t

柄 

の
田
こ
す
り
が
あ
る
。(

新
福
寺)

萱
野
で
は
ネ
コ
ッ
ケ
タ
ガ
ヤ
シ
と
も
ゲ
ン
ゴ
ロ

千本まんが(新福寺)(阪本英一 撮影)

スジヒキ (萱野)(青木則子 撮影)

よつご(新福寺)(阪本英一 撮影)

こすり,左が古いもの(赤岩)

(関口正己撮影)

タコスリ(萱野)(青木則子 撮影)

田こす19 (新福寺)(阪本英一撮影)

たこすり(上五箇)(井田安雄 撮影)

ネコッケタガヤシ,ゲンゴ口ウともいう 

(萱野) (青木則子 撮影)



ゥ
と
も
い
う
と
い
う
報
告
が
あ
っ
た
。(

萱
野)

田
の
草
と
り
用
。
明
治
四
十
三
年
以
前
に
使
用
。
 

材
質
、
歯 

鉄
、
歯
の
台
は
木
、柄
は
竹
製
。
法
量 

歯

幅

〇

、
八

cm
、
長
さ
六
cm
、
歯
四
本
、
先
が 

と
が
っ
て
い
る
。
台

幅

六

、
七

cm
、
厚
さ
五
、
 

八

cm
、
長
さ
九
cm
。
柄

径

三

cm
、
長
さ
二
三
二 

cm
。(

萱
野)

ネ
コ
ツ
ケ
タ
ガ
ヤ
シ
ゲ
ン
ゴ
ロ
ゥ
と
も
い
う
。
 

タ
コ
ス
リ
の
改
良
型
で
田
の
草
と
り
に
使
用
。
材 

質

歯

鉄

製

、
柄
木
製
。
法

量

歯

〇

、
四

cm
、
 

長
さ
三
cm
、
歯
の
つ
く
部
分
の
幅
六
、
五

cm
、
長 

さ
三
十
四
、
五

cm
、
柄

径

二

、
三
cm
、
長
さ
一 

七
二
cm
、
歯
の
数
十
九
本
。(

萱
野•

天
神
原)

鎌 

用
途
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
あ
り
、
そ
れ
を
き
ち
ん
と
整
理
し
て
い
ざ
と
い
う 

と
き
に
す
ぐ
に
使
え
る
よ
う
に
す
る
の
も
農
民
の
心
が
ま
え
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
下

中
森
で
の
所
見
は
そ
の
見
本
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
草
刈
り•

山
刈
り
用
の
も
の 

は
い
わ
ゆ
る
鎌
で
、
後
者
は
刃
が
少
し
短
か
目
で
も
厚
く
鍛
え
て
あ
っ
て
、
少
し
ぐ 

ら
い
の
木
や
篠
で
も
び
く
と
も
し
な
い
。
稲
刈
り
鎌
は
、
の
こ
ぎ
り
の
よ
う
な
刃
を 

つ
け
て
形
が
ち
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
鎌
の
古
く
な
っ
た
も.
の
は
除
草
用
に
使
用
さ 

れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
除
草
用
に
つ
く
ら
れ
た
柄
の
短
か
い
、
刃
の
つ
い
て
い
る
よ 

う
な
鎌
も
あ
る
。

稲
刈
り
鎌 

稲.

麦
刈
り
に
使
用
。
材
質 

歯
は
鉄
、
柄
は
木
製
。
右
手
で
持
つ 

と
、
刃
先
が
内
側
に
そ
っ
て
い
る
。

•

.
法

量

刃

幅

二
•

二
cm
、
長
さ
一
七•

五

cm
、
厚
さ
〇•

二
cm
、
柄

長

さ

十 

八

cm
。(

天
神
原)

鎌
の
使
い
方 

山
刈
り
鎌
は
、H

シ
の
上
の
方
を
つ
か
み
な
が
ら
下
か
ら
刈
る
の 

に
使
う
。

草
刈
り
鎌
は
、
田
の
あ
ぜ
な
ど
の
狭
い
所
は
つ
か
み
刈
り
で
、
広
い
所
や
牧
草
な 

ど
は
ナ
ゲ
刈
り
を
す
る
。

草
取
り
鎌
は
草
刈
り
鎌
の
減
っ
た
も
の
を
使
い
、
点
々
と
生
え
て
い
る
草
を
根
元

田こすり(赤岩)(関口正己撮影)

農機具の置場入口にある鎌の置物(下中森)

(金子緯一郎撮影)

鎌。右から草取り、オカボの草取り、山刈り、 

草刈、砥石、荒砥。(上五箇)

(関口正己撮影)

イネカリガマ(天神原)

(青木則子撮影)



か
ら
削
り
取
る
場
合
に
用
い
る
。,
ジ
ッ
ヵ(

一
面)

に
生
え
て
い
る
草
は
草
か
き
で 

け
ず
る
。
草
取
り
鎌
で
草
を
取
る
の
を
拾
い
草
と
い
ぅ
。

お
か
ぼ
の
草
取
り
鎌
は
小
型
で
、
お
か
ぼ
の
間
に
生
え
た
草
を
削
り
取
る
。

砥
石t

ア
ラ
氐
と
ふ
つ
ぅ
の
砥
石
と
あ
り
、
先
の
方
を
つ
か
ん
で
本
の
方
を
鎌
の 

刃
こ
あ
て
て
と
ぐ
と
手
を
切
ら
な
い
。(

上
五
箇)

㈡

収
穫
調
整
用
具

麦
の
脱
穀
明
治
末
か
ら
大
正
初
年
に
か
け
て
の
こ
ろ
ま
で
は
、
麦
ぶ
ち(

脱
穀) 

の
と
き
に
は
、
サ
ナ
と
ヵ
ナ
ゴ
キ
を
使
‘っ
た
。

は
サ
ナ
で
、
四
尺
巾
の
二
間
の 

長
さ
の
サ
ナ
に
四•

五
人
が
並
ん
で
や
っ
た
〇
人
数
が
多
い
と
き
は
二
台
並
べ
た
力

ら
見
事
だ
っ
た
と
い
う
。
大
麦
は
ヵ
ナ
ゴ
キ
を
使
う
。

フ
リ
棒
を
使
っ
て
叩
い
て
落 

す
の
も
あ
っ
た
が
、
牛
車
で
や
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
サ
ナ
は
現
在
は
牛 

な
ど
の
飼
料
や
、
そ
の
他
の
農
具
な
ど
を
置
く
台
に
な
っ
て
い
た
り
、
小
屋
の
天
井 

裏
に
上
げ
ら
れ
て
台
が
わ
り
に
な
っ
て
い
る
。
ヵ
ナ
ゴ
キ
は
、
種
籾
を
と
る
の
に
使 

う
程
度
で
消
え
て
ゆ
く
運
命
に
あ
る
。
牛
車
を
使
っ
た
と
い
う
の
は
記
憶
た
け
で 

現
物
は
残
っ
て
い
な
い
。
そ
の
後
足
踏
脱
穀
機
が
入
っ
て
き
て
ど
こ
の
家
で
も
買
い 

入
れ
た
が
、
昭
和
に
な
っ
て
石
油
発
動
機
を
使
っ
て
の
動
力
脱
穀
機
と
な
り
、
さ
ら 

に
戦
後
に
は
モ
ー
タ
ー
を
利
用
し
、
最
近
は
全
自
動
の
小
型
コ
ン
バ
ィ
ン
の
使
用
も 

は
じ
ま
っ
た
。

ム
ギ
コ
キ
台 

麦
を
脱
穀
す
る
道
具
。
材
質 

歯
は
竹 

台
は
木
製

ムギコキ台(萱野)(青木則子 撮影)

カナコギ(萱野) (青木則子 撮影)

カナコギ(瀬戸井)(阪本英一撮影)



法

量

幅

三

十

九

cm
、
高
さ
九
十
二
cm
。
歯
径
一 
•

九

cm
、
長
さ
三
十
四•

五 

cm
、
先
を
な
な
め
に
そ
ぐ
。
歯
の
数
十
九
本
。(
萱
野)

カ
ナ
コ
ギ 

稲
の
脱
穀
用
具
。
材
質 

歯 

鉄
、
台
は
木
製
。

法

量

幅

五

十

cm
、
長
さ
ー
ー
ニ
cm
、
高
さ
七
九
cm
。
歯
幅
一 
•

一
cm
へ
一
本) 

二
十
五
本
、
三
十
一
cm
、
長
さ
二
十
一 
•

五

cm
。(
萱
野)

フ
リ
ボ
ウ 

麦
を
こ
な
す
道
具
。

フ
リ
ボ
ウ
で
麦
を
こ
な
す
こ
と
を
ボ
ウ
ゴ
ナ
シ 

と
い
う
。
脱
穀
し
た
も
の
を
土
間
に
干
し
て
、
か
わ
い
て
か
ら
、
二
十
俵
を
五
六
人 

で
約
三
時
間
か
か
る
。
材
質
、
ボ
ウ
は
杉
、
カ
シ
ラ(

ク
ル
リ)

は
カ
シ
、
柄
は
竹
。
 

カ
シ
ラ
は
棒
屋
か
ら
買
う
。

法
量 

幅
二
十
cm
、
長
さ
一
四
三
cm
。
ボ
ウ
、
径

四•

六

cm
、
長
さ
七
六
cm
、
力 

シ

ラ

幅

三•

五

cm
、
高
さ
四
・
五

cm
、
長
さ
二
十
cm
、
柄

径

二
•

九

cm
、
長
さ 

一
四
三
cm
、
カ
シ
ラ
を
は
さ
み
繩
で
し
ば
る
。(

天
神
原)

麦
こ
き
台
で
こ
い
た
麦
を
こ
な
す
。
材
質 

も
う
そ
う
竹
、
ア
タ
マ
は
カ
シ
、
柄 

は

竹(

も
う
そ
う
だ
け
で
な
い
方
が
良
い)

も
う
そ
う
竹
は
コ
バ
が
あ
る
の
で
落
ち 

が
良
い
の
で
、
稲
の
ノ
ゲ
モ
ン
を
こ
な
す
の
に
も
使
い
、
仕
上
げ
用
。
も
う
そ
う
竹
を 

割
っ
た
も
の
四
枚
あ
わ
せ
て
ニ
カ
所
を
針
金
で
し
ば
る
。
ア
タ
マ
は
棒
屋
に
つ
く
っ 

て
も
ら
う
。
大
勢
で
や
る
と
き
は
ア
タ
マ
を
沢
山
買
っ
て
お
い
て
、
こ
わ
れ
る
と
す 

ぐ
取
り
替
え
て
遊
ば
せ
な
い
ょ
う
に
し
た
。

法

量

幅

二

十

cm
、
長
さ
一
六
八
cm
、
ボ
ウ
、
幅
四
、
一
cm
、
長
さ
八
十
二
cm
、
厚 

さ
(

一
枚)

一
 
•

五

cm
、
ア
タ
マ
、
幅
四*

五

cm
、
高
さ
、
四

cm
、
長
さ
二
十
cm
、
柄 

長
さ
一
六
八
cm
、
折
り
か
え
し
三
十
八
cm
、
ア
タ
マ
を
回
転
さ
せ
る
部
分
を
は
さ

み
繩
で
し
ば
る
。(

萱
野)

麦
ブ
ル
ィ 

フ
リ
ボ
ゥ
で
た
た
い
た
あ
と
の
麦̂

ふ
る
う
。
三
本
の
足
で
つ
っ
て 

ふ
る
う
。
材
質 

枠
は
木
、
ふ
る
い
の
部
分
は
竹
と
金
網
。
安
政
六
年
の
銘
が
あ
る
。
 

法
量 

幅
四
十
三
cm
、
長
さ
八
十
二
cm
、
高
さ
十
四
cm
。(

萱
野)

み 

栃
木
県
は
じ
か
か
ら
、
米
の
と
り
入
れ
前
に
売
り
に
く
る
。
材
質
竹
と
藤 

の
皮
。
桜
の
皮
。
竹
を
横
、
桜
皮
を
縦
に
し
て
編
み
、
ふ
ち
を
藤
の
皮
で
ま
く
。
幅 

六
十
八
cm
、
長
さ
五
十
五
cm
、
高
さ
十
六
cm
。(

萱
野)

と
う
み 

麦
や
米
、
大
豆
な
ど
を
脱
穀
し
た
後
で
、
ノ
ギ
や
シ
ィ
ナ
、
殼
な
ど
を 

と
り
除
く
に
は
、原
始
的
な
方
法
で
は
自
然
の
風
を
利
用
し
た
が
、
中
国
か
ら
伝
わ
っ

麦ブルイ (萱野)(青木則子 撮影)

み (萱野)(青木則子 撮影)

くるり棒(ふり棒) 
麦や豆の脱こく用(赤岩 

(関口正己撮影)

てリ棒(天神原)

(青木則子撮影)

フリボウ(萱野)

(青木則子撮影)



た.
も
の
で
唐
箕
と
い
わ
れ
る
の
を 

使
用
す
る
ょ
ぅ
に
な
っ
て
能
率
が 

一
変
し
た
。
右
手
で
把
手
を
ま
わ 

し
て
風
を
お
こ
し
、
上
の
ロ
に
入 

れ
た
籾
な
ど
を
調
節
板
で
調
節
し 

な
が
ら
少
し
ず
つ
落
し
て
や
る
と
、
 

送
ら
れ
て
く
る
風
力
で
選
別
さ
れ 

て
手
前
の
ロ
か
ら
良
い
籾
が
落
ち
、
 

反
対
側
の
風
の
出
口
に
近
い
方
か 

ら
は
二
番
が
出
る
。
前
の
ロ
か
ら 

は
わ
ら
く
ず
や
実
の
入
っ
て
い
な 

い
シ
ィ
ナ
、
殼
な
ど
が
吹
き
出
さ 

れ
て
選
別
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
 

現
在
は
全
自
動
脱
穀
機
な
ど
を
使 

用
し
て
同
時
に
選
別
し
て
し
ま
ぅ

の
で
唐
箕％

物
置
き
の
隅
に
追
い
や
ら
れ
て
い
る
。

ほ

し

も

ん
ひ
ろ
げ

そ
の
名
の
と
お
り
籾
や
麦
な
ど
を
む
し
ろ
の
上
で
天
日
乾
燥 

さ
せ
る
と
き
に
使
用
す
る
も
の
で
、
同
じ
も
の
は
全
国
的
に
広
く
使
わ
れ
て
い
る
。
 

上
五
箇
か
ら
は
ほ
レ
も
ん
か
え
し
と
い
ぅ
報
告
が
あ
っ
た
が
、

一
度
ひ
ろ
げ
て
ほ
し

な
が
ら
、
日
中
上
下
を
入
れ
か
え
る
よ
う
に
し
て
乾
燥
む
ら
を
な
く
す
と
き
に
も
使 

わ
れ
る
の
で
こ
の
名
が
つ5

た
よ
う
だ
。

ほ
し
も
ん
を
す
る
と
き
は
、
庭
に
麦
わ
ら
な
ど
の
敷
物
を
し
て
か
ら
む
し
ろ
を
敷 

く
の
で
、
む
し
ろ
を
し
ま
う
と
き
に
は
殼
も
片
づ
け
る
必
要
が
お
き
る
。
そ
の
と
き 

に
は
、
雪
国
の
雪
か
き
の
よ
う
な
、
ヵ
ラ
ョ
セ
が
使
わ
れ
る
。

豆
板
こ
な
し
金
肥
の
使
用
が
さ
か
ん
に
な
り
、
大
陸
か
ら
豆
板
の
輸
入
が
さ
か 

しr

行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
こ
ま
か
く
砕
い
て
肥
料
と
し
て
使
用
す
る
た
め 

道
具
が
く
ふ
う
さ
れ
た
。
豆
板
を
は
さ
み
こ
み
、
腕
木
を
上
下
し
て
銘
の
よ
う
な
刃 

で
け
ず
る
式
の
も
の
で
あ
る
。

㈢

養
蚕.

染
織
用
具

養
蚕
用
の
か
ご 

大
か
ご
は
長
さ
が
六
尺(

一
 
•

八
メ
ー
ト
ル)

あ
っ
て
不
便
だ
っ 

た
の
で
、

ハ
ン
ヵ
ゴ
が
次
第
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
大
か
ご
の
半
分
と
い
う 

も
の
で
、
八
畳
の
間
に
三
列
、
十
段
の
棚
を
つ
く
り
、
三
十
枚
を
入
れ
ら
れ
る
の
で 

よ
く
利
用
さ
れ
た
。
大
正
十
二
、
三
年
こ
ろ
に
な
る
と
、
秩
父
な
ど
山
の
方
か
ら
篠 

で
つ
く
ら̂
^

た
ニ
ゴ
サ
ン
ゴ
と
い
う
か
ご
を
買
っ
て
使
う
よ
う
に
な
っ
た 

二
尺
五 

寸
と
三
尺
五
寸
と
い
う
も
の
で
、
八
畳
間
に
四
十
枚
入
れ
ら
れ
た
。
蚕
室
を
つ
く
っ 

た
人
は
な
か
っ
た
か
ら
こ
れ
ら
が
ぐ
あ
い
が
よ
か
っ
た
と
い
う
。

か
ご
ム
ロ
家
の
中
に
棚
を
つ
く
っ
て
養
蚕
を
す
る
に
は
、
給
桑
や
除
沙
な
ど
の
作

とうみ(上五箇)(井田安雄撮影)

ほしもんひろげ(新福寺) 

(阪本英一撮影)

干し物ひろげ

稲もみや麦をひろげて干す

(赤岩)(関口正己撮影)

ほしもんかえし(上五箇)

(井田安雄撮影)

穀よせ

干した穀物を集める時使う

(赤岩) (関口正己 撮影)



豆板こなし(赤岩) 

肥料用の豆粕をけずる

(関口正己撮影)

干した麦をかきまわす農具(下中森)

(都丸十九一撮影)

かごとかご台 (瀬戸井)(阪本英一 撮影)

かご台(瀬戸井)

(阪本英一撮影)

しのかご(瀬戸井)

(阪本英一撮影)

稲刈り台

水田の稲を刈ってしばる時使用する。 

(給桑台を利用)(上五箇)

(関口正己撮影)



煉炭作り 養蚕用の煉炭を作る(赤岩) 

(関口正己撮影)

わたぶるい(上五箇)(井田安雄撮影)

桑切り包丁(上五箇) (井田安雄 撮影)

桑切り機(下中森)(金子緯一郎撮影)

業
を
す
る
た
め
の
台
の
上
に
か
ご
を
の
せ
な
け
れ
ば
能
率
が
上
が
ら
な
い
。
そ
の
た 

め
こ
つ
く
ら
れ
た
か

、-
..
ロ
で
あ
る
が
、
農
耕
用
に
も
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
上
五 

箇
か
ら
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
利
用
す
れ
ば
湿
田
の
中
で
も
稲
を
し
ば
る
作
業 

が
う
ま
く
ゆ
く
は
ず
で
あ
る
。
 

 

桑

切

り

ほ

う

ち

ょ

う

桑
切
り
機
昔
の
養
蚕
方
法
で
は
、
桑
は
切
り
刻
ん
で
く 

れ
る
の
が
よ
い
と
い
わ
れ
、
稚
蚕
期
に
は
、
特
別
製
の
大
き
な
ほ
う
ち
ょ
う
を
使
っ 

て
、
壮
蚕
期
に
な
る
と
桑
切
り
機
を
使
っ
た
。

た

ど

ん

作

り

養

蚕

用
の
練
炭
を
作
る
の
に
、
昭
和
初
め
ご
ろ
は
、
ネ
バ
土 
(

粘 

土)

で
石
炭
の
粉
を
こ
ね
て
容
器
に
詰
め
固
め
て
自
家
用
を
作
っ
た
。
八
寸
用 

四 

寸
用
と
あ
り
、
各
直
径
ニ
ニ
セ
ン
チ
、

一
三
セ
ン
チ
と
な
っ
てt

る
(

赤
岩) 

わ
た
ぶ
る
い 

わ
た
を
と
っ
て
き
て
、
こ
れ
で
ふ
る
い
わ
け
た
。(

上
五
箇
、
家
中 

勝
春
氏
所
蔵)

ヮ
タ
ク
リ 

法
量 

幅
二
十•

八

cm
、
長
さ
六
十
一
cm
、
高
さ
三
十
三
cm
。(

萱
野) 

中
野
も
め
ん
で
有
名
だ
っ
た
こ
の
近
辺
は
、
古
く
か
ら
綿
つ
く
り
が
さ
か
ん
で
畑 

か
ら
摘
み
と
っ
て
き
た
綿
か
ら
実
を
と
り
除
く
作
業
に
ヮ
タ
ク
リ
を
使
う
の
で 

ほ 

と
ん
ど
の
家
に
あ
っ
た
よ
う
で
、
戦
時
中
か
ら
戦
後
に
か
け
て
再
度
さ
か
ん
に
利
用 

さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。

キ
ヌ
タ 

繩
を
な
っ
た
り
す
る
と
き
に
は
、
わ
ら
を
た
た
い
て
加
工
し
や
す
く
す 

る
た
め
に
わ
ら
た
た
き
が
必
要
に
な
る
。
輪
切
り
に
し
た
木
の
柄
を
に
ぎ
れ
る
よ
う 

に
し
た
も
の
、
ま
た
は
槌
の
大
き
い
も
の
を
使
用
す
る
。
キ
ヌ
タ
と
よ
ぶ
が
一
部 

は
木
綿
も
打
っ
た
と
い
う
。

糸
車 

農
閑
期
の
婦
人
の
仕
事
と
し
て
館
林
の
織
物
屋
の
下
請
け
、
賃
機
が
さ
か 

ん
に
行
な
わ
れ
、
中
野
が
す
り
の
伝
統
を
う
け
つ
い
だ
こ
の
地
方
は
、
そ
れ
に
関
係 

し
た
道
具
を
多
く
残
し
て
い
る
。
瀬
戸
井
所
見
の
座
繰
り
は
、
最
近
ま
で
使
用
し
た 

と
み
ら
れ
る
も
の
で
、
ま
ゆ
の
す
く
い
網
、
つ
づ
み
車
と
も
に
そ
ろ
っ
て
い
る
。
糸 

の
ま
き
返
し
に
使
う
グ
ル
メ
キ
台
、
糸
を
紡
い
だ
り
、
ク
ダ
に
巻
き
と
っ
た
り
す
る 

た
め
の
糸
車
も
い
く
つ
か
あ
っ
た
。
赤
岩
の
も
の
は
美
し
く
ひ
も
で
編
ん
だ
車
で
あ 

り
、
瀬
戸
井
所
見
の
も
の
は
、
車
に
糸
を
使
用
し
な
い
で
つX

ら
れ
てt

た



座繰り(以上4点、瀬戸井) (阪本英一* 撮影)

糸車 座繰りとグルメキ台 グルメキ台

(三点とも赤岩)(関口正己 撮影) 

糸車(瀬戸井)(阪本英一撮影)



ワタクリ(萱野)(青木則子 撮影)

綿くり機 (赤岩)(関〇正己 撮影)わたくり(瀬戸井)

(阪本英一撮影)

キヌタ木綿も打ったという(下中森)

(金子緯一郎撮影)

キヌタの槌(上中森)

(近藤義雄撮影)

㈣

そ
の
他
の
生
産
用
具

わ
ら
す
ぐ
り 

俵
を
編
み
、
ま
ぶ
し
を
つ
く
り
、
な
わ
を
な
う
に
は
、
わ
ら
を
そ 

の
ま
ま
使
う
の
で
は
な
く
、
わ
ら
し
べ
と
い
わ
れ
る
も
の
を
す
ぐ
り
お
と
さ
な
け
れ 

ば
な
ら
な
い
。
少
量
な
ら
ば
手
で
と
れ
る
が
大
量
の
場
合
に
は
道
具
が
必
要
で
あ
る
。
 

そ
こ
で
わ
ら
す
ぐ
り
が
使
用
さ
れ
る
ょ
う
に
な
っ
た
。
ヵ
ナ
ゴ
キ
の
歯
を
そ
の
ま
ま 

ば
ら
し
て
間
を
あ
け
て
植
え
つ
け
た
ょ
う
に
し
て
、
つ
く
っ
た
も
の
で
、
わ
ら
の
穂

の
部
分
を
に
ぎ
っ
て
こ
く
よ
う
に
す
れ
ば
、
わ
ら
す
ぐ
り
が
か
ん
た
ん
に
で
き
る
。
 

最
近
は
わ
ら
ざ
い
く
の
必
要
も
な
く
な
っ
て
急
速
に
姿
を
消
し
つ
つ
あ
る
。

繩
す
り 

わ
ら
繩
の
ヶ
バ
を
落
と
し
て
、
俵
を
い
わ
え
る
た
め
に
使
う
繩
を
作
る 

が
、
長
さ
二
七
セ
ン
チ
、
直
径
一
七
セ
ン
チ
ほ
ど
の
太
鼓
様
の
筒
を
二
〇
メ
ー
ト
ル 

く
ら
い
離
し
て
杭
を
打
っ
て
吊
る
し
、
二
十
〜
三
十
本
の
繩
を
綾
に
よ
っ
て
掛
け
て
、
 

男
衆
が
二
人
で
よ
い
し
ょ
よ
い
し
ょ
と
引
き
合
う
。
繩
と
繩
が
こ
す
れ
て
ヶ
バ
が
と 

れ
る
。(

赤
岩)

マ
ブ
シ
オ
リ
機 

ヮ
ラ
マ
ブ
シ
を
折
っ
て
作
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
昭
和
初
期 

で
昭
和
十
二
年
二
月
吉
日
に
新
調
と
書
い
て
あ
る
。(

赤
岩)

俵
あ
み 

明
治
時
代
の
も
の
で
、
ふ
た
ま
た
に
な
っ
て
い
る
木
を
二
つ
割
り
に
し 

て
こ
れ
に
横
木
を
通
し
て
つ
く
っ
て
い
る
。
お
も
り
は
、
古
く
は
石
を
使
用
し
て
お 

り
、
そ
の
後
木
や
他
の
お
も
り
を
使
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。(

瀬
戸
井)

俵
の
形
式
が
変
る
と
、
俵
編
み
も
変
わ
る
。
三
種
あ
り
、①

長
さ
ー
ー
三
セ
ン
チ
、
 

高
さ
四
四
セ
ン
チ
、②

長
さ
一
〇
八
セ
ン
チ
、
高
さ
四
八
セ
ン
チ
、③

長
さ
ー
ー
九 

セ
ン
チ
、
高
さ
三
七
、
五
セ
ン
チ
。
冬
の
わ
ら
仕
事
と
し
て
以
前
は
盛
ん
に
し
た
が
、
 

最
近
は
米
袋
に
な
っ
た
の
で
作
ら
な
い
。
俵

ペ

シ(

さ
ん
俵)

を
作
る
台
も
大
小
二 

種
あ
る
。(

赤
岩)



繩すりあら繩のケバをすり落す

 (赤岩)(関口正巳 撮影)

繩(萱野)(青木則子撮影)

わらすぐりわらしべを取る(赤岩)

(関口正己撮影)

まぶしおり機(赤岩)

(昭和12年新調)(井田安雄 撮影)

俵あみ(瀬戸井)

(阪本英一撮影)

タワラアミ(萱野)

(青木則子撮影)

俵編み台 (赤岩)

(関口正己撮影)

俵編み台(赤岩)

(関口正巳撮影)

俵ペシ(さん俵)を作る台(赤岩) 

(関口正己撮影)

俵
を
編
む
台
。
材
質 

木
、
脚
は
二
叉
の
木
を
使
用
。
四
力
所
に
繩
を
さ
げ
、

一
 

つ
お
き
に
編
む
。

法

量

幅

一

五

七

cm
、
高
さ
四
十
八
cm
、
俵
の
幅
九
十
七
cm
。(

萱
野)

さ
ん
俵
編
み 

俵
の
上
下
に
あ
て
て
繩
で
と
め
て
ふ
た
と
す
る
サ
ン
ダ
ワ
ラ(

夕 

ワ
ラ
ペ
シ)

を
編
む
の
^.
冬
季
の
仕
事
。
大
き
さ
を
一
定
に
す
る
た
め
に
台
が
型
を

き
め
て
お
り
、
中
央
に
あ
る
小
さ
な
突
起
が
サ
ン
ダ
ヮ
ラ
の
中
心
と
な
る
。
赤
岩
報 

告
の
こ
れ
は
複
式
用
と
の
こ
と
で
、
径
三
三
セ
ン
チ
、
高
さ
一
〇
セ
ン
チ
、
総
高
は 

ニ
ー
セ
ン
チ
に
お
ょ
ん
で
い
る
。(

赤
岩)

押
し
切
り 

馬
や
牛
を
飼
っ
て
い
る
こ
ろ
は
、
ヵ
ィ
バ
を
切
る
の
も
ひ
と
仕
事
で 

あ
っ
た
。
押
し
切
り
は
早
く
か
ら
使
わ
れ
、
少
し
大
き
く
な
っ
た
子
ど
も
の
仕
事
に



な
っ
た
り
し
た
が
、
昭
和
初
年
こ
ろ
普
及
し
た
ヵ
ィ
バ
切
り
は
一
段
と
能
率
的
に 

な
っ
た
。
押
し
切
り
は
、
養
蚕
時
に
桑
を
切
る
に
も
使
わ
れ
る
例
も
あ
っ
た
。

三

運

搬

用

具

田
舟 

田
舟
は
大
工
さ
ん
に
つ
く
っ
て
も
ら
っ
た
。

最
近
は
排
水
が
ょ
く
な
っ
た
の
で
不
用
に
な
っ
た
が
、
以
前
は
湿
地
だ
っ
た
の
で 

稲
を
刈
る
と
き
に
は
、
こ
れ
を
ひ
い
て
い
っ
て
、
稲
の
束
を
一
つ
か
み
ず
つ
ま
る
め 

て
、
こ
の
中
に
入
れ
た
。
ま
た
、
田
植
の
と
き
に
、
苗
を
は
こ
ぶ
の
に
も
、
田
舟
を 

つ
か
っ
た
。
田
舟
は
ど
こ
の
家
に
も
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
か
っ
た
。
な
い
家
で
は
、
 

あ
る
家
で
か
り
て
つ
か
っ
た
。

田
舟
は
た
て 

ニ
ニ
ニ
セ
ン
チ
、
横
七
七
セ
ン
チ
、
高
さ
二
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
の
大
き 

さ
で
、
ど
こ
の
農
家
に
も
二
〜
五
そ
ぅ
は
あ
っ
た
。
昔
は
ド
ブ
ッ
タ
だ
っ
た
の
で
、
 

苗
の
運
搬
や
、
刈
っ
た
稲
を
の
せ
て
束
ね
た
り
す
る
の
に
使
っ
た
。
ョ
ッ
ソ(

結
束 

の
繩)

や
鎌
を
舟
に
入
れ
て
置
き
、
上
に
ョ
ッ
ソ
を
敷
い
て
刈
り
稲
を
の
せ
て
し
ば
っ 

た
。
三
、
四
束
の
せ
る
と
引
っ
ぱ
っ
て
あ
ぜ
道
に
出
す
。
あ
ま
り
重
い
と
底
が
つ
か 

え
て
動
か
な
い
。
今
は
排
水
が
で
き
る
の
で
、
結
束
に
は
ビ
ニ
ー
ル
を
敷
け
ば
ょ
い

か
ら
田
舟
を
使
用
し
な
く
な
っ
た
。
田
植
え
に
は
ま
だ
使
用
す
る
。(

赤
岩)

タ
カ
リ
舟 

稲
刈
り
、
苗
ち
ら
し
に
使
用
。
材
質 

木
。
大
工
が
作
る
。
稲
刈
り 

で
は
二
束
く
ら
い
た
ま
る
と
運
ぶ
。
二
人
用
。

法
量 

幅 

八
十
四
cm
、
長
さ
一
五
一
cm
、
高
さ
十
五
cm
。(

天
神
原)

て
ん
び
ん 

千
代
田
村
は
山
が
な
い
の
で
山
村
の
よ
う
な
背
負
い
台
が
な
い
。
大 

八
車
や
馬
を
使
う
ほ
か
は
、
人
々
は
肩
で
担
い
だ
も
の
で
、
そ
れ
に
は
て
ん
び
ん
棒 

が
活
や
く
し
た
は
ず
で
あ
る
が
、
油
等
を
担
い
だ
と
い
う
報
告
だ
け
で
あ
っ
た
。

馬
の
鞍 

か
っ
て
は
一
人
前
の
農
家
の
一
つ
の
象
微
で
あ
り
、
農
耕
の
重
要
な
部 

分
を
担
当
し
た
馬
も
姿
を
消
し
た
現
在
は
、
荷
鞍
も
乗
り
鞍
も
消
失
し
、
わ
ず
か
に 

二
例
だ
け
の
報
告
が
あ
っ
た
。
萱
野
の
も
の
は
田
の
耕
作
用
に
使
用
し
た
も
の
の
一

おしぎり(上五箇)(井田安雄 撮影)

手押し切19かいばのわらを切る。(赤岩) 

(関口正己撮影)

かいば切り (赤岩)(関口正己 撮影)

田 舟(赤岩)132x77x20cm(高さ) 
苗の運搬や,刈稲を束ねる

(関口正己撮影)

タカリブネ(天神原)

(青木則子撮影)

麵^^'

田ぶね(下中森)(金子緯一郎撮影)

天秤(下中森)

(都丸十九一撮影)



部
で
あ
り
、
赤
岩
の
も
の
は
運
動
に
つ
れ
出
す
と
き
の
乗
り
鞍
で
あ
る
。
鞍
を
の
せ 

で
お
く
た
め
の
手
製
の
台
が
興
味
を
ひ
く
。

テ
ゴ 

コ
ゼ
繩(

細
繩)

を
使
っ
て
、
テ
ゴ
と
い
う
モ
ッ
コ
の
よ
う
な
容
れ
物
を 

編
む
。
芋
、
駄
肥
え
な
ど
運
ぶ
の
に
使
う
。
大
中
小
と
大
き
さ
を
変
え
て
、
ふ
だ
ん
は 

中
へ
容
れ
て
積
み
重
ね
て
置
け
る
よ
う
に
作
る
。
い
ず
れ
も
高
さ
は
二
十
七
セ
ン
チ 

ほ
ど
だ
が
、
直
径
は
、
六
十
五
、
五
十
五
、
五
十
、
四
十
五
セ
ン
チ
と
い
う
よ
う
に 

違
え
て
い
る
。
吊
り
手
を
つ
け
て
、
天
秤
棒
で
担
ぐ
。
天
秤
棒
は
長
さ
一
八
ニ
セ
ン 

チ
、
太
さ
径
五
セ
ン
チ
ほ
ど
の
棒
を
使
い
、
止
め
が
二
個
ず
つ
付
く
。

テ
ゴ
は
俵
編
み
台
の
、
右
半
分
を
使
っ
て
編
む
。(

赤
岩)

細
か
い
堆
肥
を
運
ぶ
。
ィ
モ
ホ
リ
な
ど
に
も
使
用
。
材
質
は
わ
ら
、
自
分
で
作
る
。
 

俵
編
み
台
を
つ
か
っ
て
米
俵
と
同
じ
大
き
さ
に
編
む
。
編
み
方
を
俵
編
み
と
い
う
。
 

繩
を
底
か
ら
十
字
に
ま
わ
し
て
持
手
に
す
る
。

法
量 

口
径
五
十
cm
、
底
四
十
cm
、
高
さ
三
十
六
cm
。(

天
神
原)

テ
モ
ッ
コ 

堆
肥
を
の
せ
て
二
人
で
運
ぶ
。
牛
小
屋
か
ら
出
し
た
堆
肥
を
コ
ヤ
シ 

マ
ン
ノ
ウ
で
か
え
し
て
ホ
ー
ク
で
テ
モ
ッ
コ
に
の
せ
る
。
お
か
、ほ
を
植
え
る
と
き
、
 

一
段
で
十
モ
ッ
コ
必
要
で
あ
る
。
材
質
、
わ
ら
、
か
つ
ぐ
棒
は
松
。
八
寸
の
一
本
繩 

で
編
み
、
棒
と
の
間
に
竹
を
通
す
。
直
接
棒
を
通
す
と
す
れ
て
切
れ
や
す
い
。

馬のくらと台赤岩)(関口正己撮影)

馬のくら (萱野)(青木則子 撮影) 

, 'W か ノ .r し,丁 二

牛のわらじ(中島)(阿部孝撮影)

牛のロゴ (中島)(阿部 孝 撮影)

テゴと天びん棒 各径65, 55, 50, 45 cmと差をつけて 

組合わせる.天びん棒は長さ182cm (赤岩)
(関口正己撮影)

テゴ(天神原)(青木則子撮影)



右アゲザル、左コシザル(萱野)

(青木則子撮影)

コノ メザル2 W
大ザルはマュ1貫目入り。(赤岩)

(関口正己撮影)

ザル各種(右)肥えざる(中)桑ざる 

(左)切り桑ざる(赤岩)

(関口正己撮影)

テボウキ(中島)

(中村和三郎撮影)

ササラ(中島)

(中村和三郎撮影)

ザマ(萱野)(青木則子撮影)

テモ、ソコ(天神原)(青木則子 撮影)

はだかじやる(上五箇)(井田安雄 撮影)

法
量 

幅
七
十
七
cm
、
長
さ
一
九
〇
cm
、
堆
肥
を
の
せ
る
部
分
の
幅
六
十
七
cm

長
さ
一
〇
五
cm(

天
神
原)

コ
シ
ゴ
ザ
レ
ス
リ
ボ
ゥ
で
こ
す
っ
て
、
ア
ン
コ
を
こ
す
。
材
質 

竹 

皮
竹 

ぅ
ら
が
え
し(

内
側
が
皮
竹
に
な
る)

。
底
径
十
一̂

、
幅
〇
、
六S

、

二
本
合
せ
の 

3
R

編
(

二
、
二)

、
立
竹
に
な
る
。
〇
、
二
cm
の
編
み
竹
で
胴
部
を
編
む
。
底
に
十 

文
字
に
力
竹(

皮
竹)

を
か
け
る
。(

萱
野)

i

だ
か
じ
や
る(

は
だ
か
ざ
る)

も
み
と
か
ま
ゆ
な
ど
を
い
れ
た
。
ま
ゆ
だ
と
二 

貫
匁
ぐ
ら
い
は
い
っ
た
。(

上
五
箇
〕



ア
ゲ
ザ
ル 

米
の
水
を
切
る
ざ
る◦

大
泉
の
社
日
様
で
買
う
。
材
質 

竹(

身
竹)

。
 

法
量 

底
径
二
十
五
cm
、
径
十
七
cm
は
網
代
編(

二
、
二)

、
そ
れ
が
立
竹(

幅
一. 

三

cm)

に
な
る
。
編
み
竹
は
〇.

三

cm
の
身
竹
の
ざ
る
編
、
口
径
三.

二
cm
、

一. 

三

cm
の
身
竹
に
ょ
る
巻
口
仕
上
げ
。底
に
十
文
字
に
力
yr
を
い
れ
る
。
高
さ
二
十
二. 

五

cm
。(

萱
野)

ザ
マ 

桑
ヵ
ゴ
。
六
つ
自
の
籠
の
内
側
に
も
う
ひ
と
重
ね
、
笊
目
の
笊
を
作
り
つ 

け
に
し
て
編
む
。
現
在
は
、
台
所
で
使
う
ク
ズ
ッ
棄
を
入
れ
る
。(

萱
野)

こ
や
し
じ
や
る 

こ
れ
に
つ
な
を
か
け
て
、
女
衆
が
か
か
え
て
つ
く
っ
た
。
は
た 

け
の
さ
く
に
だ
ご
い(

堆
肥)

を
ひ
っ
こ
む
と
き
に
つ
か
っ
た
。(

上
五
箇)

テ
ボ
ゥ
キ 

テ
ボ
ゥ
キ
の#

草
は
モ
ロ
コ
シ
、
若
篠
の
皮
紐
で
編
ん
で
つ
く
る
。
 

冬
仕
事
に
ま
と
め
て
つ
く
っ
て
お
く
。
台
所
や
作
業
場
の
土
間
を
は
く
の
に
用
い
る
。
 

(

中
島)

サ
サ
ラ 

ザ
ル
や
ヵ
ゴ
な
ど
竹
製
の
用
具
を
洗
う
の
に
用
い
る
。(

中
島)

四
交
易
に
関
す
る
用
具

は
か
り 

穀
類
で
も
、
綿
で
も
、
量
の
ほ
か
に
重
さ
を
は
か
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
そ 

の
た
め
の
は
か
り
も
多
く
の
家
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
報
告
は
少
な
か
っ
た
。
上 

中
森
の
杉
戸
義
家
の
も
の
は
真
鋳
は
か
り
で
、
そ
の
使
わ
れ
方
に
つ
い
て
は
明
ら
か 

に
な
っ
て
い
な
い
〇
下
中
森
の
例
は
、
小
さ
い
は
か
り
で
、
こ
れ
を
腰
に
さ
し
て
歩 

い
た
セ
リ
の
商
人
た
ち
を
想
像
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
皮
袋
つ
き
で
、

一
緒
に
矢
立 

て
が
報
告
さ
れ
て
い
る
の
も
裏
づ
け
て
い
る
ょ
ぅ
で
あ
る
。

一
斗
ま
す 

穀
類
を
は
か
る
の
に
用
い
た
斗
桝
は
、
上
五
箇
か
ら
三
例
報
告
さ
れ 

た
が
、
明
治
十
六
年
と
同
十
九
年
の
墨
書
の
あ
る
二
例
は
旧
式
の
金
盤
桝
で
、
縁
に 

鉄
の
補
強
が
さ
れ
、
斜
の
角
棒
も
入
っ
て
い
る
。
円
型
の
も
の
は
そ
れ
ょ
り
も
新
し

真鋳はかり(杉戸義家)(上中森)(丑木幸男 撮影)

矢立て(左上)と坪り(右下) (下中森)

(金子緯一郎撮影)

1斗ます。

明治16年の墨書がある。

(上五箇)(関口正己 撮影)

一斗ます(上五箇)

(井田安雄撮影)

俵ロ(左)1斗ます(右)1斗ますは明治19 
年の墨書(上五箇)(関口正己撮影)



い
も
の
で
、
ひ
か
く
的
最
近
ま
で
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

俵 

ロ 

穀
類
を
俵
に
入
れ
る
と
き
、直
接
や
つ
た
の
で
は
不
都
合
が
多
い
の
で
、
 

竹
製
の
ヒ
ョ
ゥ
グ
チ
を
利
用
し
た
。

こ
れ
は
麻
袋
を
使
う
ょ
う
に
な
つ
て
も
ベ
ん
り 

な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
上
五
箇
か
ら
報
告
さ
れ
て
い
る
。(

上
五
箇)

検
地
の
測
量
台 

上
五
箇
か
ら
報
告
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
い
つ
、
ど
こ
で
、
 

ど
の
ょ
う
に
使
用
さ
れ
た
か
は
明
ら
か
で
な
か
つ
た
。
し
か
し
脚
が
一
本
で
固
定
さ 

れ
、
十
文
字
に
つ
け
た
接
地
部
に
釘
を
つ
け
て
地
面
に
固
定
す
る
も
の
で
あ
る
点
に 

興
味
を
も
つ
た
。
察
す
る
に
検
地
と
は
い
つ
て
も
明
治
初
年
の
地
租
改
正
当
時
に
用 

い
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。(

上
五
箇)

五
社
会
生
活
に
関
す
る
用
具

祝
い
樽 

か
つ
て
は
婚
礼
や
そ
の
他
の
祝
い
事
に
は
、
ッ
ノ
ダ
ル
と
か
ィ
ヮ
ィ
ダ 

ル
と
い
わ
れ
る
酒
樽
を
二
本
結
び
あ
わ
せ
て
贈
る
こ
と
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
の
こ
ろ 

に
は
、

一
般
家
庭
の
中
で
も
用
意
し
て
お
い
た
家
も
あ
つ
た
が
、
朱
塗
り
の
祝
い
樽 

は
萱
野
と
瀬
戸
井
で
報
告
さ
れ
た
。
瀬
戸
井
の
も
の
の
方
が
や
や
古
く
、
型
も
大
き 

い
も
の
で
あ
つ
た
。

ほ
か
い(

行
器)

こ
れ
は
祝
儀
、
不
祝
儀
の
際
に
餅
、
赤
飯
等
を
入
れ
て
近
親 

者
が
贈
る
と
き
の
道
具
で
あ
り
、
上
五
箇
か
ら
の
報
告
で
は
新
築
の
祝
い
に
餅
を
入 

れ
る
と
あ
り
、
下
中
森
で
は
「
香
典
か
え
し
」
に
餅
が
こ
の
中
に
入
る
と
あ
る
。
ま 

た
瀬
戸
井
や
新
福
寺
で
は
「
お
ね
ん
ぶ
つ
だ
ま
」
を
入
れ
る
と
い
わ
れ
た
。
こ
ぅ
し 

た
点
か
ら
関
連
の
あ
る
事
例
と
し
て
上
げ
ら
れ
る
の
は
、葬
式
の
際
に
出
す
香
典
は
、
 

現
在
で
は
印
刷
さ
れ
て
い
る
「御
霊
前
」
で
す
ま
せ
てV

る
が
、
以
前
は
「行
器
」 

と
書
い
て
い
た
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
ぅ
話
も
あ
り
、
ひ
か
く
的
多
か
っ
た
葬
式
に 

関
連
し
て
利
用
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

こ
の
ほ
け
え
は
、
お
ぼ
え
て
は
親
戚
の
法
事
の
と
き
に
、
も
ち(

あ
ん
ぴ
ん
も
ち) 

を
入
れ
て
も
っ
て
い
っ
た
。
同
じ
大
き
さ
の
も
の
を
二
つ
も
っ
て
い
っ
た
。
二
つ
で 

一
斗
分
ぐ
ら
い
は
は
い
る
。(

上
五
箇•

吉
永
利
雄
氏
所
蔵)

は
さ
み
箱 

こ
れ
は
明
治
前
後
の
も
の
で
、
嫁
に
行
く
と
き
に
目
録
な
ど
を
い
れ 

て
、
祝
い
だ
る
と
一
諸
に
か
つ
い
で
も
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
を
か
つ
ぐ
も
の
を
、
お

検地の測量台(上五箇) 

総高93. 5 cm
盤 36. 5 x 36. 5 x 7 cm

(関口正己撮影)

祝い樽(瀬戸井)(阪本英一撮影)

祝い樽(萱野)(青木則子撮影)



ホカイ 新築祝いに餅を入れる(上五箇) 

(関口正己撮影)

ホケイ (森田保次家)(舞木)

(丑木幸男撮影)

ハンダイ 上部の容器は下の箱に納められる 

(下中森) (金子緯一郎撮影)

竜吐水(上五箇)明治15年2月 
吉日の墨書がある。東京浅草花 
川屋住倉家製(関口正己撮影)

ホラ貝(杉戸義家)(上中森)

(丑木幸男撮影)

足踏式消火器

高 75 cm 幅 56 cm x 35 cm
(上五箇)(関口正己 撮影)

魚形の楽器(？)(森田保次家)(舞木) 
(丑木幸男撮影)

と
も
と
い
っ
た
。(

上
五
箇•

吉
永
利
雄
氏
所
蔵)

足
踏
式
消
火
器 

竜
吐
水
ょ
り
も
進
歩
し
た
消
火
器
で
、
屋
根
ま
で
注
水
で
き
る 

と
い
ぅ
。

竜
吐
水 

江
戸
時
代
に
発
明
さ
れ
、
し
だ
い
に
一
般
化
し
て
備
え
ら
れ
た
消
火
器

で
、
明
治
十
五
年
二
月
吉
日
の
墨
書
が
あ
り
、
東
京_

花
川
戸
住
倉
家
製
の
も
の 

で
あ
る
。

ホ
ラ
貝
村
の
集
り
や
、
行
事
の
合
図
を
す
る
に
は
新
福
寺
の
ょ
ぅ
に
寺
の
鐘
を 

鳴
ら
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
ホ
ラ
貝
も
そ
の
一
つ
と
み
ら
れ
る
。



魚
型
の
楽
器 

穴
の
あ
き
方
か
ら
み
て
笛
ら
し
い
が
、
こ
れ
に
ま
つ
わ
る
伝
承
は 

報
告
が
な
か
っ
た
。
舞
木
の
森
田
保
次
家
蔵
の
も
の
で
あ
る
。

六
民
俗
知
識
に
関
す
る
用
具

香
時
計 

舞
木
の
森
田
保
次
家
蔵
の
も
の
で
、
こ
れ
ま
で
県
内
で
は
ほ
と
ん
ど
他 

に
例
を
み
な
い
も
の
で
あ
る
。
上
部
に
灰
を
入
れ
て
お
き
、
ふ
た
を
と
っ
て
枠
を
あ 

て
て
香
を
ま
く
と
、

一
定
の
形
に
一
定
量
が
ま
か
れ
る
の
で
、
そ
れ
が
燃
え
る
時
間 

が
一
定
す
る
の
で
時
計
と
し
て
も
利
用
さ
れ
た
こ
と
か
ら
香
時
計
と
い
わ
れ
る
とt
 

う
。(

舞
木)

オ
シ
ラ
キ 

神
に
供
え
も
の
を
す
る
た
め
の
器
台
で 

舞
木
の
長
良
神
社
に
あ
っ 

た
も
の
が
報
告
さ
比
た
。
十
二
月
と
も
な
る
と
こ
う
し
た
も
の
を
買
っ
て
正
月
の
用 

意
を
し
た
も
の
で
、
お
盆
の
用
意
と
し
て
ヵ
ヮ
ラ
ケ
を
買
う
例
と
に
て
い
る
。(

舞
木) 

三
輪
車
最
近
の
子
ど
も
た
ち
は
ほ
と
ん
ど
が
三
輪
車
に
乗
る
が
、
昭
和
初
年
こ 

ろ̂

、

一
部
の
人
た
ち
だ
け
の
も
の
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
も
の
は
、
こ
わ
れ
れ
ば
古

物
屋
さ
ん
が
処
理
し
た
の
で
あ
ま
り
残
っ
て 

い
な
い
が
、
赤
岩
で
一
例
報
告
さ
れ
た
。

竹
馬 

下
中
森
の
遠
藤
正
雄
氏
方
所
見
の 

も
の
は
、
足
を
の
せ
る
部
分
の
下
に
、
斜
に 

三
角
に
な
る
ょ
ぅ
な
さ
さ
え
の
棒
を
入
れ
、
 

足
の
部
分
に
は
繩
を
ま
き
つ
け
て
仕
上
げ
を 

す
る
な
ど
、
き
わ
め
て
て
い
ね
い
に
つ
く
っ 

て
あ
る
。
子
ど
も
の
遊
び
の
竹
馬
は
一
年
中 

や
れ
る
が
、
秋
か
ら
春
先
に
か
け
て
が
特
に 

時
期
だ
っ
た
。

香時計(森田保次家)(舞木)

(丑木幸男撮影)

オシラキ(長良神社)(舞木)

(丑木幸男撮影)

三輪車、昭和初期(赤岩)

(関口正己撮影)

竹馬(下中森、遠藤正雄氏方)

(都丸九十一撮影)



(

資

料
)上

五
箇
村
外
四
ヶ
村
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誌
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上
中
森
小
池
清
彦
氏
蔵)

上

野

国

邑

楽

郡

上

五

箇

村

上

野

国

邑
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郡

上

中

森

村

上

野

国

邑
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郡

萱

野

村

上

野

国

邑

楽

郡

木

崎

村

上

野

国

邑

楽

郡

瀬

戸

井

村

誌
料
編
輯
有
志
賛
襄.
者

群
馬
県
上
野
国
邑
楽
郡
上
五
箇
村
外
四
ヶ
村
戸
長 

身

分

平

民 

関
口
佐
太
郎
履
歴

慶
応
元
年
一
月
ヨ
リ
明
治
五
年
一
月
マ
テ
進
藤
又
治
ー
ー
従
ヒ
支
那
学
ヲ
研
究
ス 

仝 

九
年
ー
ー
月
四
日
栃
木
県
ヨ
リ
第
拾
一
大
区
九
小
区
萱
野
村
用
掛
申
付
ラ
ル 

仝
年
九 

月
九
日
群
馬
県
ヨ
リ
第
ー
ー
拾
三
大
区
八
小
区
萱
野
村
副
戸
長
申
付
ラ
ル 

仝
十
三
年 

ー
ー
月
廿
五
日
萱
野
村
忍
耐
学
校
学
務
委
員
当
撰
認
可
セ
ラ
ル 

仝
年
十
一
月
一
日
萱
野 

村
用
掛
申
付
ラ
ル 

仝
十
五
年
一
月
廿
四
日
邑
楽
郡
第
拾
学
区
学
務
委
員
兼
務
申
付 

ラ
ル 

仝
年
六
月
十
ー
ー
日
依
願
学
務
委
員
差
免
サ
ル 

仝
十
七
年
三
月
廿
四
日
萱 

野
村
戸
長
申
付
ラ
ル 

准
十
七
等 

仝
日
戸
長
ヲ
以
テ
学
務
委
員
申
付
ラ
ル 

仝
年 

六
月
三
十
日
戸
長
役
場
区
域
改
正―

付
戸
長
解
職
仝
年
八
月
上
五
箇
村
外
四
ヶ
村 

用
掛
申
付
ラ
ル 

仝
十
八
年
一
月
職
務
勉
強
励H

付®
^

金
七
拾
五
銭
給
与
セ
ラ
ル 

仝
年
四
月
三
十
日
上
五
箇
村
連
合
戸
長
申
付
ラ
ル
准
拾
七
等
仝
年
九
月
七
日
教 

育
令
改
正
ニ
ヨ
リ
学
務
委
員
被
命 

同
十
九
年
一
月
七
日
職
務
勉
励H

ft
fi
労
金
春

円
給
与
セ
ラ
ル 

仝
年
十
一
月
三
十
日
准
判
任
官
十
等
ト
ナ
リ 

仝
廿
一
年
三
月
職 

務
勉
励H

付
慰
労
金
六
円
給
与
セ
ラ
レ
現
二
在
職
ス

群
馬
県
上
野
国
邑
楽
郡
上
五
箇
村
外
四
ヶ
村
筆
生

身

分

平

民 

小
林
弥
次
郎
履
歴

文
久
四
年
一
月
ヨ
リ
明
治
七
年
七
月
マ
テ
杉
戸
大
角H

従
ヒ
支
那
学
及
ビ
国
学
ヲ 

研
究
シ 

仝
十
八
年
八
月
本
郡
下
中
森
村
公
立
小
学
校
授
業
生
申
付
ラ
ル 

同
十
五 

年
六
月
十
五
日
依
願
解
職 

仝
年
九
月
十
五
日
石
狩
国
：神
社
主
典
ー
ー
任
セ
ラ
レ 

仝
日
ヨ
リ
仝
十
七
年
一
月
マ
テ
渡
島
国
函
館
八
幡
宮
々
司
大
貫
真
浦
—従
ヒ
国
学
ヲ 

研
究
ス 

仝
月
廿
一
日
依
願
本
官
ヲ
免
セ
ラ
ル 

仝
十
八
年
五
月
廿
二
日
上
五
箇
村 

外
四
ヶ
村
戸
長
役
場
筆
生
申
付
ラ
ル 

仝
十
九
年
三
月
廿
四
日 

仝
十
九
年
三
月
廿 

四
日
館
林
町
外
八
拾
六
ヶ
町
村
連
合
会
議
員
就
職 

仝
廿
一
年
二
月
廿
七
日
辞
職
ス 

現

—上
五
箇
村
外
四
ヶ
村
戸
長
役
場
筆
生
在
職

埼
玉
県
武
蔵
国
北
埼
玉
郡
上
中
条
村
産

身

分

平

民 

松
本
待
之
助
履
歴

安
政
三
年
一
月
ヨ
リ
文
久
元
年
一
月
マ
テ
中
村
孫
兵
衛
—就
キ
支
那
学
ヲ
修
業
シ 

仝
年
三
月
ヨ
リ
元
治
元
年
五
月
マ
テ
寺
門
静
軒
ー
ー
従
ヒ
支
那
学
ヲ
研
究
シ 

明
治
二 

年
八
月
ヨ
リ
仝
四
年
一
月
迄
吉
田
六
三
郎―

従
ヒ
支
那
学
ヲ
研
究
シ 

仝
年
二
月
ヨ 

リ
仝
六
年
十
一
月
マ
テ
森
左
司
馬―

従
ヒ
国
学
ヲ
研
究
シ
兼
テ
韻
字
ヲ
修
ム 

仝
八 

年
十
一
月
栃
木
県
師
範
学
校
へ
入
校
シ 

仝
九
年
六
月
六
日
教
則
金¢

業 

仝
月 

十
日
栃
木
県
ヨ
リ
都
賀
郡
来
川
公
立
小
学
校
五
等
訓
導―

嘱
任
セ
ラ
ル 

仝
十
和 

十
月
依
願
解
任
ト
ナ
リ 

仝
十
一
年
一
月
廿
一
日
埼
玉
県
ヨ
り
幡
羅
郡
妻
沼
村
公
立 

小
学
校
長
兼
三
級
訓
導
補
嘱
任
セ
ラ
ル 

仝
十
三
年
四
月
廿
三
日
依
願
解
任
ト
ナ
リ 

仝
十
五
年
十
二
月
廿
二
日
埼
玉
県
児
玉
賀
美
那
珂
郡
役
所
雇
申
付
ラ
ル 

仝
十
七
年 

五
月
廿
日
依
願
雇
差
免
サ
ル

上
野
国
邑
楽
郡
上
五
箇
村



沿 

革

建

置

不

詳

名
称 

称
呼
ノ
因
由
詳
カ
ナ
ラ
サ
レ
ド
モ
建
置
以
来
上
五
箇
村
卜
称
ス 

所
属 

上
古
不
詳 

中
古
ヨ
リ
邑
楽
郡
佐
貫
荘H

隸
ス 

寛
文
元
年
ヨ
リ
館
林
領 

卜
云
フ 

明
治
元
年
九
月
岩
鼻
県
ノ
管
轄-

属
ス 

仝
四
年
ー 

ー
月
館
林
藩
ノ
管
轄
ー
ー 

属
シ 

仝
年
七
月
館
林
県
ト
ス,

仝
年
十
一
月
栃
木
県
ノ
管
轄H

属
シ 

仝
五
年
四 

月
第
六
拾
九
区
舞
木
村
御
用
取
扱
所-

属
シ 

仝
六
年
三
月
第
八
大
区
九
小
区
仝
所 

-
一
属
シ 

仝
年
八
月
第
拾
春
大
区
九
小
区
人
工
所H

属
シ 

九
年
四
月
十
日
第
四
大
区 

十
二
小
区
須
賀
村
御
用
取
扱
所
ー
ー
属
ス 

仝
十
一
年
十
一
月
十
二
月
邑
楽
郡
役
所
ノ 

管
理H

属
シ 

郡
区
編
制
ノ
令H
拠
リ
上
五
箇
上
中
森
下
中
森
ノ
三
ケ
村
ヲ
連
合
シ 

テ
戸
長
役
場.
ヲ
上
中
森
村
ー
ー
置
ク 

仝
十
三
年
十
二•
月
分
離
独
立
シ
テ
戸
長
役
場
ヲ 

本
村
ーー

置
ク 

全
十
七
年
一
月
上
五
箇
上
中
森
萱
野
木
崎
瀬
戸
井
五
ケ
村
ヲ
連
合
シ 

テ
戸
長
役
場
ヲ
本
村
ー
ー
置
ク

管
轄 

古
昔
不
詳 

寛
文
元
年
ヨ
リ
天
和
二
年
マ
テ
館
林
城
主
宰
相
右
馬
守
綱
吉 

之
レ
ヲ
管
ス 

後
(

年
歴
不
詳)

四
分
シ
テ
ー
部
ハ
徳
川
氏
ノ
直
轄
ト
ナ
リ
代
官
某 

之
レ
ヲ
支
配
シ
、
其
他
ノ
三
部
ハ
旗
下
柴
田
七
郎
兵
衛•

奥
山
永
馬•

布
施
孫
兵
衛 

ノ
採
地
ー
ー
属
ス 

明
治
元
年H

至
リ
徳
川
氏
直
轄
ノ
分
代
官
木
村
甲
斐
守
替
テ
支
配 

シ
同
年
九
月
岩
鼻
県
ノ
管
轄
ト
ナ
リ 

仝
四
年
二
月
館
林
藩
ノ
管
轄̂

属
シ 

八
工
申 

七
月
廃
藩
置
県 

館
林
県
ノ
管
轄
ト
ナ
ル 

仝
年
十
一
月
栃
木
県
ノ
管
轄H

属
シ 

仝
九
年
八
月
九
日
更
ーー

群
馬
県
ノ
管
轄H

帰
シ 

仝
十
一
年
十
二
月
邑
楽
郡
役
所
ノ 

管
理

1

一
属
ス位

置

疆

域

位

置

郡

ノ

西

南H

位
ス

東 

上
中
森-
一
接
シ
里
道
及
田
畑
畦
畔
ヲ
以
テ
界
ト
ス

西 

瀬
戸
井
村H

連
リ
里
道
及
田
畔
ヲ
以
テ
界
ス

南 

武
蔵
国
北
埼
玉
郡
酒
巻
村
及
下
中
条
村
卜
相
対
シ
利
根
川
中
央
ヲ
以
テ
界 

ス

北 

萱
野
村
ー
ー
連
リ
悪
水
鎌
田
堀
南
堤
及
田
畑
原
野
ノ
畦
畔
ヲ
以
テ
境
セ
リ 

幅 

員

東
南
拾
春
町
拾
間

南
北
拾
三
町
五
間

‘周
回 

春
里
貳
拾
七
町
拾
七
間

面
積 

四
拾
六
万
貳
千
九
百
六
拾
七
坪

地 

味

色 

薄
赤

質 

粗
悪H

シ
テ
砂
石
ヲ
混
セ
リ

適
種 

米
麦
大
豆
小
豆
木
綿
桑
蕎
麦
藍
等
ノ
類
ナ
リ

地 

勢

水
脈 

利
根
川
ハ
瀬
戸
井
村
ノ
南
端
ヨ
リ
来
リ
本
村
ノ
南H

沿
ヒ
東
流
シ
テ
上
中 

森
村
ー
ー
入
ル 

舟
楫
ノ
便
ア
リ
且
ツ
本
村
ノ
中
央
ヲ
貫
流
シ
テ
東
上
中
森
村
ー
ー
入
ル 

之
レ
ヲ
休
泊
堀
卜
称
ス
則
本
村
ノ
用
水
ナ
リ

東
部
田
圃
接
続
シ
点
々
民
家
ア
リ

西
部
田
圃
連
亘
民
家
散
在
セ
リ

南
部 

利
根
川H

沿
ヒ
用
圃
相
連
リ
堤
塘
其
中
央
ヲ
貫
キ
民
家
接
続
ス

北
部
田
畑
相
連
リ
東
端
ー

ー

多
少
ノ
原
野
ア
リ

全
地
形
勢 

地
形
立
帽
子H

彷
彿
タ
リ 

闔
村
平
垣H

シ
テ
南
境
一 I

利
根
川
ヲ
帯 

ヒ 

降
雨
暴
漲H

際
シ
決
堤
汎
濫
ノ
憂
ア
リ 

本
川
ノ
堤
塘
東
西H

亘
リ
又
中
央H  

休
伯
堀
東
流
ス 

然
レ
ト
モ
水
量
常-
一
浅
ク
シ
テ
為
メ 

ー
ー
夏
候
養
水
ノ
欠
乏
ヲ
告
ク 

ル
比
年
ノ
如
シ 

北
部
ハ
底
地―

シ
テ
降
雨
毎
ー
ー
悪
水
潴
溜
ス 

其
害
亦
尠
少
ナ
ラ 

ス



字 

地

旧

字
 

反 

別 

筆

数
 

権

現

権

現

通
 

九
町
四
反
六
畝
廿
七
歩 

百
四
拾
八

•  

大 

塚 

大
塚
通 

七
町
三
反
五
畝
拾
五
歩 

百
拾
五 

鎌 

田 

か
ま
だ
前 

八
町
五
反
四
畝 

貳
歩 

百
七
拾
四, 

中
道
西 

五
町
貳
反
貳
畝
貳
拾
貳
歩 

百
〇
五 

山

王

山

王

北
 

七
町
九
反
四
畝
拾
五
歩 

百
〇
貳 

福

田

福

田

前

通
 

六
町 

西
畝
拾
八
歩 

百
拾
六 

石

頭

粘

九

町

貳

反

貳

畝

廿

九

歩
 

百
四
拾
六 

北
田
頭 

p
s
g
w

 

_

町
四
反
六
畝
拾
九
歩 

百

拾

九 

中
道
東 

七
町
六
反
四
畝
拾
三
歩 

百
貳
拾
六 

山
王
東
山
王
北 

七
町 

八
畝
拾
八
歩 

百
四
拾
三 

砂

田
 

三
町
三
反 

廿
五
歩 

九
拾
五 

悪

途
 

九
町
七
反
歩 

百
五
拾 

(

駒
形
通)

駒 

形
(

屋
敷
添) 

貳
拾
三
町
七
反
貳
畝
廿
六
歩 

四
百
貳
拾
六 

(

休
伯
堀
南)

戸
長
役
場 

明
治
十
七
年
七
月
一
日
設
置 

上
五
箇
村
外
四
ヶ
村
戸
長
役
場 

所

在
 

上
五
箇
村
字
駒
形

所

轄

町

村

上

五

箇

村

萱

野

村

木

崎

村

瀬

戸

井

村

上

中

森

村

神 

社

愛
宕
神
社

所
在
上
五
箇
村
字
大
塚 

祭
神
火
霊
産
命

社

格

村

社

創
建
年
月
不
詳

祭

日

三

月

廿

四

日,
六
月
廿
四
日
九
月
廿
四
日

氏
子
百
拾
貳
戸

末
社 

山
王
社 

浅
間
社 

湯
殿
社 

八
幡
宮
神
明
社 

八
坂
社 

三
橋
神
社 

現

任

宮

司

若

ク

ハ

祠

官

祠

官

高

橋

奘

祠

掌

南

室

傅

寺 

院

医
王
山
長
性
寺

所
在 

上

五

箇

村

字

駒

形

坪

数 

八
百
六
拾
坪

宗

派
真
言
宗 

寺
格
当
郡
瀬
戸
井
村
宝
生
寺
末

開
基
人
名
僧
雄
等

開
基
年
月 

寛
永
十
四
年
丁
丑
三
月
廿
四
日

現
住
ノ
姓
名
長
柄
行
将

雑
項 

里
言
二
日
ク
本
寺
ハ
寛
永
十
四
年
丁
丑
三
月
廿
四
日 

僧
雄
等
ノ
開
基- 

係
リ
元
仝
郡
上
中
森
村
ニ
ア
リ
シ
ヲ(

年
歴
不
詳)

本
村
二
移
転
セ
ル
所
ニ
シ
テ
堂 

宇
可
ナ
リ
ノ
造
営
ナ
リ
シ
ガ 

嘉
永
四
年
十
二
月
廿
日
祝
融
ノ
災
ー
ー
羅
リ
堂
宇
並
二 

諸
職
物
悉
ク
烏
有
二
帰
ス 

後
檀
徒
金
ヲ
醵
シ
テ
僅
カ
ー
ニ 

棟
ヲ
建
ッ
ト
ル
ト
雖
モ 

未̂

一
兀
全
ノ
堂
宇
ヲ
建
造
ス
ル
ノ
期
ー
ー
至
ラ
ス

道 

路

足
利
道

等
級
里
道
春
等

長 

拾
春
町
貳
拾
九
間 

瀬
戸
井
村
ヨ
リ
字
鎌
田
ヨ
リ
来
リ 

武
蔵
国
北
埼
玉 

郡
酒
巻
村
字
堤
外-
一
至
ル

‘幅 

貳
間

+

形
状 

険
所
登
降
ト
カ
ク
南
部
二
三
四
ノ
届
曲
ア
リ
テ
中
央
休
伯
渠
二
土
橋
ー
ケ 

所
ヲ
架
ス

雑
項 

南
武
蔵
国
北
埼
玉
郡
酒
巻
村
ヨ
リ
利
根
川
ノ
津
頭
ヲ
経
テ
本
村
上
川
岸
ヨ 

リ
西
部
ヲ
屈
曲
北
折
シ
西
北
隅
二
至
リ
瀬
戸
井
村̂

入
ル 

本
線
ハ
下
野
国
足
利
町 

ヨ
リ
武
蔵
国
行
田
ヲ
経
テ
中
山
道
二
出
ッ
ル
要
路
ニ
シ
テ
車
馬
ノ
行
通
二
便
ア
リ



中

道

等
級
里
道
貳
等

長 

拾
春
町
拾
五
間 

瀬
戸
井
村
字
中
耕
地
ヨ
リ
来
リ
上
中
森
村
字
八
幡
上
南

二
至
ル

幅 

九
尺

形
状
平
垣
ニ
シ
テ
中
央
一I

ニ
ケ
所
ノ
屈
曲
ア
リ

雑
項
瀬
戸
井
村
ヨ
リ
来
リ
本
村
中
央-
一
於
テ
北
二
曲
折
シ
又
東-
一
折
レ
東
二
走 

リ
上
中
森
村
二
至
ル 

本
道
ハ
館
林
町
ー
ー
通
ス
ル
支
線
ニ
シ
テ
行
人
頻
繁
ナ
ラ
ザ
レ 

ト
モ
行
路
便
易
ナ
リ

堤 

塘

利
根
川
堤

長 

拾
春
町
五
拾
九
間
四
尺 

瀬
戸
井
村
ヨ
リ
来
リ
上
中
森
村-

1

入
ル 

高 

貳
間
四
尺
五
寸

幅 

馬
踏
貳
間
ヨ
リ
三
間
三
尺
迄
敷
拾
三
間
三
尺

雑
項 

瀬
戸
井
ヨ
リ
来
リ
本
村
南
隅
二
入
リ
東
二
走
リ
東
南
隅
上
中
森
村
二
至 

ル 

抑
本
堤
ハ
徳
川
家
康
関
東
八
州
ヲ
管
ス
ル
ー
ー
方
リ
利
根
川
ノ
汎
濫
ヲ
防
ク
為
メ 

文
禄
四
年
其
臣
奉
行
荒
瀬
彦
兵
衛 

石
川
佐
次
衛
門
二
氏-
一
命
シ
テ
建
築
セ
シ
ム
ル 

所
ナ
リ 

西 

古
戸
村
ヨ
リ
起
リ
東
ハ
下
五
箇
村
二
至
ル
延
長
春
万
八
千
三
百
貳
拾 

九
間
ー
ー
亘
ル 

之
レ
ヲ
本
堤
ノ
創
設
ト
ス 

後
寛
文
年
間
徳
川
綱
吉
館
林
ヲ
治
ス
ル 

時
大
ニ
カ
ヲ
水
防
二
尽
シ
堤
防
組
合
ヲ
設
ケ
テ
防
禦
ー
ー
供
フ 

然
レ
ト
モ
徳
川
幕
府 

治
世
ノ
時
ハ.
高
幅
制
限
ア
リ
テ
自
由
二
増
築
ス
ル
ヲ
許
サ
ス 

是
ヲ
以
テ
数
々
決
堤 

横
流
ノ
患
害
ヲ
免
レ
ス 

然
ル
ニ
維
新
已
来
政
府
大
ー
ー
カ
ヲ
水
防
二
用
ヰ
ラ
レ
年
 々

地
方
税
ヲ
以
テ
増
築
修
繕
セ
ラ
ル
故
一I

現
時
ハ
頗
ル
堅
牢
ト
ナ
レ
リ

渡 

津

上
川
岸
渡

所
在 

上
五
箇
村
西
南
北
字
悪
途
ヨ
リ
武
蔵
国
北
埼
玉
郡
酒
巻
村
字
堤
外
二
通
ス

ル
里
道
利
根
川
ニ
ア
リ

廣 

貳
百
貳
拾
春
間 

深 

五
寸
三
寸

舟

梁

馬

船

貳

艘

歩

船

春

艘

合

三

艘

雑
項 

古
昔
不
詳 

今
古H

至
リ
武
蔵
国
北
埼
玉
郡
酒
巻
村
慶
离
寺
ハ
上
野
邑
楽 

郡
館
林
町
善
導
寺
ノ
末
寺
ナ
ル
ヲ
以
テ
茲-

私
船
ヲ
備
へ
寺
用
ノ
便-

供
セ
リ 

是 

ヲ
渡
津
場
ノ
創
始
卜
云
フ 

後
人
馬
ノ
行
通
頻
煩
ト
ナ
ル-

及
ン
テ
本
村
卜
調
議
シ 

両
村-

船
守
ヲ
置
キ
以
テ
行
人
ーー

便
ス 

而
シ
テ
現
今H

至
レ
リ 

已
上
徴
ス
ベ
キ 

旧
記
ナ
ク
啻
二
口
碑
—
傳
フ
ル
ノ
ミ

同 

上

下
川
岸
渡

所
在 

上
五
箇
村
東
南
隅
字
悪
途
ヨ
リ
武
蔵
国
北
埼
玉
郡
下
中
条
村
字
堤
外-
一
通 

ス
ル
利
根
川
ー
ー
ア
リ

廣 

三
百
三
拾
八
間 

深 

四
尺
六
寸

舟

梁

馬

船

春

艘
 

歩

船

春

艘 

合

三

艘

雑
項
創
設
不
詳

湖 

沼

切
所
池

所
在,

上
五
箇
村
字
駒
形
ユ
ア
リ

周
囲
六
町
拾
九
間
四
尺

面
積
三
千
九
百
四
拾
三
坪

水
利 

北
辺
ノ
田
数
反
歩
一I

灌
漑
ス

雑
項 

元
田
圃
宅
地
等
ナ
リ 

弘
化
三
年
利
根
川
出
水
潰
堤H

因
テ
現
時
ノ
池
卜 

ナ
ル,

鯉
鮒
鰻
鯰
ア
リ
ト
雖
ト
モ
物
産
ト
ス
ル-
一
足
ラ
ス

人 

物

故
亀
田
鵬
斎
小
伝



先
哲
日
ク
生
時
ノ
栄
名
ヨ
リ
死
後
ノ
名
声
ハ
真
ノ
名
誉
ナ
リ
ト
実
ナ
ル
哉 

夫
レ 

徳
川
氏
施
政
ノ
初
メ
数
百
年
来
搔
乱
相
続
キ
所
謂
春
秋
ー
ー
義
戦
ナ
キ
ノ
後
ヲ
承
ケ
父 

教
未
夕
興
ラ
ス 

然
ル
ニ
藤
林
石
川
諸
氏
奮
然
身
ヲ
抜
シ
テ
儒
学
ヲ
称
セ
シ
ヨ
リ
已 

降
中
葉-
一
至
リ
儒
ヲ
以
テ
自
ラ
任
ス
ル
者
輩
出
シ
治
教
大
—隆
興
ス 

然
レ
ト
モ
概 

子
朱
派
ノ
新
学
ナ
リ 

此
時H

當
テ
卓
然
古
学
ヲ
称
道
シ
国
家
ノ
経
倫
ヲ
以
テ
己
レ 

力
任
ト
ナ
シ
其
身
ノ
栄
枯
ヲ
顧
ミ
ザ
ル
モ
ノ
ハ
抑
何
人
ナ
ル
ヤ 

鵬
斎
先
生
則
其
人 

ナ
リ 

先
生
氏
ハ
亀
田
名
ハ
長
興
初
名
ハ
翼
字
ハ
公
龍
又
稚
龍
卜
云
フ 

鵬
斎
卜
号 

シ
善
身
堂
卜
称
ス 

幼
名
弥
吉
壮
年
福
十
郎
後
文
左
衛
門
卜
通
称
ス 

上
野
国
邑
楽 

郡
上
五
箇
村
ノ
人
ナ
リ 

父
名
ハ
安
長
初
名
ハ
八
十
次
後
萬
右
衛
門
卜
称
シ
老
年
髪 

ヲ
削
リ
テ
遁
庵
卜
号
ス 

母
ハ
某
氏
山
城
ノ
人
ナ
リ 

家
世
々
農
ヲ
以
テ
業
ト
ナ
ス

遁
庵
少
時
ヨ
リ
身
ヲ
立
テ
名
ヲ
成
ン
コ
ト
ー
ー
志
篤
ク
年
廿
餘
ノ
時
江
戸H

出
テ
鼈 

甲
職
ヲ
習
ヒ
夫
レ
ヨ
リ
諸
国
ヲ
漂
流
ス
ル
年
ア
リ 

終
ー
ー
京
師
二
上
リ
居
ル
コ
ト
数 

年
廷
臣
某
氏
ノ
勧
メ 

ー
ー
依
テ
妻
某
氏
ヲ
娶
ト
ル
適
々
身
ル
ア
リ
携
テ
郷-
S

リ
テ
ま 

業
ヲ
営
ム
宝
暦
二
年
十
月
四
日
ヲ
以
テ
男
児
ヲ
挙
ク
遁
庵
大-

歓
ヒ
奮
然
志
ヲ 

決
シ
テ
遂
ー
ー
家
産
ヲ
親
族
某
二
譲
リ
纔
カ
ニ
金
一
分
貳
朱
ヲ
齎
シ
妻
子
ヲ
携
へ
テ
江 

都
二
出
ツ 

数
日-
ー
シ
テ
囊
已
に
空
シ
偶
々
郷
人
某-
一
遇
テ
資
金
一
分
ヲ
借
リ
馬
喰 

町
ナ
ル
鼈
甲
商
長
門
屋
某
ヲ
主
ト
シ
其
職
二
従
事
シ
漸
ク
進
テ
番
頭
ノ
地
位
ー
ー
至
リ 

神
田
弁
慶
橋
辺
ー
ー
宅
ヲ
構
へ
猶
長
門
屋
へ
通
勤
ス 

会
々
妻
病
ヲ
以
テ
歿
ス 

然
レ 

ト
モ
男
子
ア
ル
ヲ
喜
ビ
頗
ル
辛
酸
ヲ
嘗
メ
挫
セ
ス 

後
主
家
ノ
店
ヲ
譲
リ
受
ケ
テ
家 

業
大
二
盛
ナ
リ
然
ル

|
|

姦
物
ナ
ル
番
頭
ア
リ
テ
三
千
両
餘
ノ
負
債
ヲ
残
シ
テ
出
奔 

ス 

之
レ
ガ
為
メ 

I  
一
破
産
シ
テ
非
常
ノ
困
難
ヲ
極
メ
タ
リ 

爾
後
漸
ク
商
業
ヲ
厭
ヒ 

節
儉
ヲ
行
ヒ
テ
蓄
財
シ
ニ
分
金
ヲ
葛
籠
ノ
内
ー
ー
張
込
ミ
テ
蔵
ス 

日
ク
吾
児
修
業
ノ 

費
ニ
シ
テ
学
者
ヲ
作
ル
資
本
ナ
リ
ト 

遂
-
一
先
生
を
金
裁
井
上
純
郷
ノ
門
人
ト
ナ
ス

是
レ
ヨ
リ
先
遁
庵
困
難
中
二
居
ル
ト
雖
モ
児
ヲ
教
育
ス
ル
最
モ
意
ヲ
要
シ
師
ヲ
選 

ン
テ
読
書
習
字
等
ヲ
学
ハ
シ
ム 

先
生
亦
姓
聰
明
穎
悟
亀§

ン
ト
寝
食
ヲ
諼
ル

二
至
ル 

是
レ
ヲ
以
テ
学
大
一I

進
ム 

此
二
至
テ
金
峩
ノ
門
一I

入
リ
儒
道
ヲ
修
メ
大 

二
古
学
ノ
旨
ー
ー
通
シ
後
一
家
ヲ
成
ス 

又
諸
国
ヲ
歴
遊
ス
ル 

独
リ
名
山
勝
区
ヲ
探 

ク
ル
ノ
ミ
ー
ー
非
ス 

心
ヲ
経
済
ー
ー
注
キ
風
土
民
俗
ヲ
視
テ
考
フ
ル
処
ア
リ 

後
黍
稗

稲
梁
辨
ノ
著
ア
ル
以
所
ナ
リ
先
生
江
都
一 1

還
リ
妻
某
氏
ヲ
娶
リ
男
ヲ
生
ム 

則
綾
瀬 

ナ
リ 

其
名
ク
ルH

方
リ
父
遁
庵
日
ク
亀
ハ
頭
尾
四
肢
ヲ
甲
中
二
蔵
ス 

故H

六
蔵 

卜
云
フ 

然
レ
ト
モ
悉
ク
蔵
ス
ル
モ
過
キ
タ
ル
可
レ
ハ
中
ニ
シ
テ
可
ナ
ラ
ン
ト
則
三 

蔵
卜
名
ケ
タ
ル 

其
通
悟
見
ル
ベ
シ 

既
ニ
シ
テ
経
史
百
家
ヲ
搏
綜
シ
テ
以
為
ラ
ク 

宋
儒
新
学
ヲ
創
セ
シ
以
来
経
義
不
醇
明
清
諸
儒
及
国
朝
藤•

物
.

諸
氏
之
レ
ヲ
排
撃 

ス
ト
雖
モ
猶
古
道
ヲ
得
ス
ト
慨
然
ト
シ
テ
自
ラ
奮
ヒ
経
典
ノ
深
奥
ヲ
窮
ム 

故
二
所 

著
ノ
書
高
ク
古
ノ
聖
賢
ヲ
攀
ケ
テ
大
ー
ー
前
人
ノ
未
夕
発
セ
サ
ル
所
ヲ
発
ス 

嘗
テ
弟 

子
一I

謂
テ
日
ハ
ク
吾
レ
カ
ヲ
竭
シ
テ
姓
命
道
徳
ノ
義
ヲ
研
ス 

此
ー
ー
至
テ
止
ム
ベ
シ 

若
シ
ー
層
ヲ
深
ル
セ
ハ
機
ヲ
洩
ス
ノ
摺
レ
ア
リ
ト
其
若
心
勤
力
以
テ
見
ル
ベ
シ

又
老
荘
ノ
旨
ハ
推
シ
テ
其
時
弊
ヲ
矯
ム
ル
ノ
言
ー
ー
シ
テ
聖
経
二
乖
ク
ー
ー
似
実
ハ
聖 

道
ヲ
衛
ル
ノ
書
ナ
ル
ヲ
明
ヵ
ス 

亦
王
弼
郭
象
ヲ
除
ク
ノ
外
後
人
ノ
探
測
ス
ル
コ
ト 

能
ハ
ザ
ル
所
ナ
リ 

其
詩
文
及
書
ヲ
能
ク
シ
酒
ヲ
嗜
ミ
豪
宕
不
覊
ナ
ル
ノ
事
跡
ハ
世 

人
ノ
普
ク
知
ル
所
ナ
リ
先
生
嘗
テ
詩
ヲ
作
テ
文
章
曾
不
用
陳
語
詩
賦
但
任
意
所 

徂 

経
傳
握
廃
排
諸
家 

草
聖
揮
豪
笑
書
奴 

古
人
所
有
不
必
有 

古
人
所
無
不
必 

無
ヲ
以
テ
自
負
ス 

然
レ
ト
モ
竟
二
志
ヲ
得
ス 

意
気
慷
慨
重
游
俠
狂
顚
疎
放
薇
酒 

徒
ヲ
以
テ
自
ラ
甘
ス 

皆
実
況
ナ
リ 

故
二
世
俗
其
書
名
酒
名
ヲ
喧
傳
シ
テ
経
術
ノ 

深
粋
ナ
ル
ヲ
知
ル
モ
ノ
稀
ナ
リ
所
著
大
学
私
衡 

善
身
堂
一
家
言 

東
西
周
考 

国 

字
考 

黍
稗
稲
梁
辨 

書
帖
酔
銘
帖 

画
譜
胸
中
仙 

詩
抄 

文
抄
等
皆
刊
行
ス
猶 

遣
稿
数
部
ア
リ 

先
生
隆
準
異
相
身
長
大
ニ
シ
テ
家
中
ヲ
行
ク
ー
ー
頭
ヲ
屈
ム
ル
ノ
態 

ア
リ 

又
眠
ム
ル
コ
ト
毎
夜
ー
ー
時
間
ー
ー
過
キ
ス
昏
酔
泥
ノ
如
シ
ト
雖
モ
常
限
二
過
ク 

ル
コ
ト
無
シ 

其
名
声
盛
ナ
ル
ニ
時
二
方
テ
ハ
贄
播
ヲ
得
ル
コ
ト
日
々
数
金
二
及
フ 

然
レ
ト
モ
多
ク
ハ
近
隣
及
ヒ
所
識
ノ
貧
者
に
恵
テ
テ
更
ー
ー
儲
蓄
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
又
或 

時
亀
田
大
隅
守
ノ
子
孫
卜
称
ス
ル
モ
ノ
其
系
図
ヲ
携
へ
来
リ
テ
之
レ
ヲ
売
ラ
ン
コ
ト 

ヲ
請
フ 

先
生
笑
テ
之
レ
ヲ
却
ケ
タ
リ
ト
彼
狄
青
が
許
へ
仁
傑
力
子
孫
ノ
家
譜
ヲ
持 

チ
来
リ
シ
コ
ト
ト
符
合
シ
テ
亦
奇
ナ
リ
先
生
自
ラ
強
ム
ル
コ
ト
前
記
ス
ル
ヵ
如
シ 

故
二
其
弟
子
ヲ>

ユ
ル
諄
々
ト
シ
テ
倦
ヵ
ス
其
書
ヲ
講
ス
ル
ヤ
温
顔
ヲ
以
テ
其
蕰
奥 

ヲ
発
キ
弟
子
ノ
能
ク
会
得
シ
タ
ル
ヲ
見
テ
歓
ン
テ
止
ム 

是
レ
ヲ
以
テ
弟
子
能
ク
其 

義
ヲ
了
悟
シ
儒
家
ト
ナ
ル
者
多
シ 

先
生
頗
ル
義
気
一I

富
ム
故
二
彼
ノ
赤
穂
義
士 
ノ



為
メ n

自
ラ
金
ヲ
投
シ
文
ヲ
作
リ
テ
ー
碑
ヲ
建
ツ 

碑
ハ
今
ー
ー
高
繩
泉
岳
寺
義
士 
ノ 

墓
前
ー
ー
ア
リ
亦
歴
ク
世
人
ノ
知
ル
所
ナ
リ
初
メ
安
永
天
明
ノ
間
業
ヲ
江
都
ノ
市 

中
ー
ー
教
授
ス 

又
赤
坂
及
ヒ
本
所
出
村
根
岸
等H

移
リ
文
化
ノ
初
メ
ヨ
リ
下
谷
金
杉 

二
住
シ
テ〇

?

ス 

宝
歴
二
年
壬
申
十
月
四
日H

生
レ
文
政
九
年
丙
戌
三
月
九
日
ヲ 

以
テ
歿
ス
年
七
拾
五
墓
ハ
浅
草
今
戸
ノ
正
福
寺
ノ
側
ニ
ア
リ
子
綾
瀬
名
ハ
長 

梓
字
ハ
木
王
学
経
堂
卜
称
ス 

通
称
三
蔵
年
七
拾
六
孫
鶯
谷
名
ハ
長
保
字
ハ
申
之 

学
孔
堂
卜
号
ス 

通
称
保
次
郎
年
七
拾
五 

皆
碩
学
ナ
リ 

故H

三
世
儒
業
一
代
砥 

柱
ノ
印
ヲ
刻
ス
鶯
谷
三
子
ア
リ
長
ヲ
長
洞
卜
云
ヒ
次
ヲ
長
藹
卜
云
フ
皆
早
夭
ス 

季
ヲ
英
嗣□

字
ハ
之
彦
雲
鵬
卜
号
ス 

今
東
京
本
郷-

住
ス 

年□
□

壮
ナ
リ 

学 

家
法
ヲ
傳
フ

一
説
ー
ー
先
生
嘗
テ
幕
府
ーー

召
レ
テ
経
ヲ
昌
平
校H

講
ス 

大
ーー

朱
氏
ノ
新
学
ヲ
駁
撃 

ス 

柴
野
彦
輔
之
レ
ヲ
拒
ム 

先
生
遂
ー
ー
職
ヲ
辞
ス 

此
時
旗
下
ノ
士
嘗
テ
門
下
ー
ー 

教
ヲ
受
ケ
シ
モ
ノ
三
十
餘
人
皆
憚
ル
所
ア
ッ
テ
来
ラ
ス 

独
リ
清
水
某
他
ヲ
顧
ミ
ス 

シ
テ
来
リ
学
ブ
ト 

又
一
説
—
先
生
及
山
本
北
山
等
幕
府H

召
サ
ル 

然
レ
ト
モ
之 

レ
ー
ー
就
ン
コ
ト
ヲ
欲
セ
ス
シ
テ
成
島
某
ヲ
蔑
メ
タ
リ
ト 

又
先
生
ノ
本
所
出
村
ー
ー
僑 

居
シ
タ
ル
ハ
林
家
ナ
ド
ヨ
リ
異
学
ヲ
唱
フ
ル
由
ヲ
幕
府
へ
上
申
ス 

之
レ
ガ
為
メ 

ーー
 

江
戸
構
ヲ
命
セ
ラ
レ
タ
リ
ト
云 

其
太
田
金
城
に
與
フ
ル
書
ー
ー
某
先
生
に
檳
斥
セ
ラ 

レ
タ
ル
ノ
コ
ト
モ
ア
レ
バ
此
ル
コ
ト
モ
ア
リ
シ
ナ
ラ
ン
カ

人 

物

故
金
子
得
斎
履
歴

得
斎
姓
ハ
金
子
通
称
菊
太
郎
名
ハ
茂
教
字
ハ
子
龍
得
斎
ハ
其
号
、
葆
原
堂
嶋
麦
皆 

其
別
号
ナ
リ 

上
野
国
邑
楽
郡
上
五
箇
村
ノ
人
ナ
リ 

考
紋
蔵
妣
小
林
氏
文
化
五
戊 

辰
年
三
月
某
日
ヲ
以
テ
生
ル 

少
時
ヨ
リ
学
問―

志
篤
ク
壮
江
戸
ー
ー
遊
ヒ
亀
田
綾
瀬 

ー
ー
従
ヒ
支
那
学
ヲ
研
究
シ
大
ー
ー
其
道
ヲ
悟
ル 

後
郷
二
還
リ
里
ノ
子
弟
ヲ
訓
督
ス 

又
常
陸
ノ
人
陸
紫
山
—従
ヒ
筆
法
ヲ
学
ヒ
後
晋
唐
諸
賢
ノ
書
法
ヲ
研
キ
晩
—
一
派
ヲ 

ナ
ス 

又
同
人
一
世
紫
峰
庵
橋
本
屯
氏
ー
ー
就
キ
国
学
ヲ
修
メ
且
桃
青
翁
ノ
道
ヲ
欣
慕 

シ
常
ー
ー
諷
詠
ノ
カ
ヲ
究
メ•
頗
ル
其
妙
境
ー
ー
入
ル 

年
四
十
ノ
時
江
戸
ノ
人
太
白
堂
孤

月
ノ
門H

入
リ
往
還
従
学
ス
ル
年7

リ 

同
氏
ヨ
リ
堂
号
ヲ
受
け
葆
原
堂
卜
号
シ
又 

三
世
紫
峰
庵
夫
雪
卜
号
ス 

而
シ
テ
弟
子
ヲ
熏
陶
ス
ル
ー 

ー
ー
明
教
ヲ
以
テ
己
レ
カ
任 

ト
ナ
ス
故
ー
ー
従
学
ス
ル
モ
ン
数
百
人-

1

及
フ 

氏
性
游
ヲ
好
ミ
飄
然
家
ヲ
出
テ
還
ラ 

サ
ル
コ□

ロ 

ス
上
ハ
数
月
亘
ル 

諸
国
を
歴
游
シ
名
山
勝
区
ヲ
探
リ□
□

吟
稿
囊 

ー
ー
溢
ル 

而
シ
テ
家
ー
ー
還
レ
ハ
子
弟
ヲ
訓
迪
ス 

是
レ
ヲ
以
テ
弟
子
相
計
リ
金
ヲ
醵 

シ
テ
氏
ノ
生
前
ー
ニ
碑
ヲ
建
ツ 

是
ー
ー
於
テ
氏
自
桃
青
翁
秀
逸
ノ
吟
一
章
ヲ
書
シ
テ 

之
レ
ヲ
刻
サ
シ
ム 

後
慶
応
三
年
七
月
廿
一
日
ヲ
以
テ
歿
ス 

碑
ハ
村
社
愛
宕
神
社
ノ 

邱
下

ー
ー

ア

リ,
旧
検
地
帳
所
載
ノ
字

延
宝
八
庚
申
歳
三
月(

貳
冊
之
内
春
番
貳
番)

検
地
役
人
辻
弥
五
左
ヱ
門
外
三
人 

北
田
頭 

山
王
北 

中
道
西 

大 

塚 

権
現
通 

せ
き
と
ぅ
通 

屋
敷
添 

中
道
東 

休
伯
堀
北 

か
ま
た
前 

福
田
前
通 

大
塚
通 

休

伯

堀

南

砂

田
 

こ
ま
が
た
通 

以
上
拾
五
字

旧
検
地
帳
表
書
合
計

表 

貳

刑

之

内

上
五
箇
村

上

野

国

邑

楽

郡

水 

帳

書 

(

春
番) 

(

貳
番)

合 

田
畑
屋
敷 

合
九
拾
八
町
三
反
九
畝
貳
歩

計

高
 

合
七
百
石
春
斗
七
升
春
合

外
屋
敷
貳
畝
廿
歩
蔵•

変

異

記

事

堤
塘
潰
決



天
明
六
年
ノ
破
堤 

 

ハ
マ
こ 

天
明
六
年
丙
午
七
月(

日
不
詳)

本
村
西
南
隅
字
権
現
堤
塘
破
決
ス 

登
時
決
ロ 

ノ
景
況
及
ヒ
下
流
村
々
被
害
ノ
惨
状
等
ハ
書
記
ノ
徴
ス
ベ
キ
ナ
シ 

故
二
古
老
ノ
ロ 

碑
二
依
リ
僅I

I
其
大
慨
ヲ
記
セ
ン
ニ
決
堤
延
長
百
四
十
六
間
深
春
丈
数
尺
水
流
横
激 

決
下
流
衝
ノ
人
家
拾
数
流
失
シ
溺
死
亦
拾
数
人
石
砂
汎
濫
シ
テ
本
村
西
半
及
ヒ
瀬
戸 

井
村
東
半
萱
野
村
南
部
悉
ク
荒
磧
ト
ナ
ル 

又
其
下
流
被
害
ノ
村
ハ
蓋
シ
数
拾
村
ー
ー 

シ
テ
其
惨
状
亦
言
フ-

1

忍
ビ
ザ
ル
へ
シ 

而
シ
テ
徳
川
政
府
土
木
官
吏
ヲ
派
遣
シ
組 

合
各
村
ノ
人
ヲ
督
シ
黽
勉
数
十
日
ニ
シ
テ
漸
ク
築
堤
ノ
功
ヲ
奏
ス 

其
経
費
ハ
悉
ク 

国
庫
金
ヲ
以
テ
支
辨
セ
ラ
ル 

而
シ
テ
各
村
荒
地
ハ
漸
々
掘
返
シ
テ
田
圃
ト
ナ
シ_
 

今
二
至
テ
ハ
砂
石
ヲ
集
メ
テ
成
ル
処
ノ
小
塚
所
々
ー
ー
点
在
ス
ル
ノ
ミ 

堤
南
ハ
利
根 

川
堤
下
ヲ
流
レ
水
深
春
丈
数
尺
ナ
リ
シ
ガC

Z
Z
1

年
以
来
川
心
少
シ
ク
南
ー
ー
迂
移
シ 

堤
外
拾
数
間
平
垣
ノ
地
ト
ナ
リ
居
民
五
戸
ア
リ 

則
現
今
ノ
上
川
岸
渡
津
ノ
地
是
ナ 

リ
弘
化
三
年
ノ
破
堤

弘
化
三
年
丙
午
六
月
廿
七
日
ヨ
リ
暴
風
降
雨-

1

際
シ
仝
廿
八
日
利
根
川
洪
水
激
漲 

シ
本
村
東
南
隅
字
駒
形
堤
塘
危
殆-
一
臨
ム 

是
二
於
テ
慣
例-
一
依
リ
水
防
組
合
各
村 

吏
員
人
民
ヲ
卒
へ
テ
託
所
二
集
合
シ
人
民
ヲ
督
シ
以
テ
防
禦
其
術
ヲ
極
ム•
然
レ
ト 

モ
激
潦
増
漲
堤
塘.
ー
ー
溢
レ
遂
ー
ー
防
禦
ノ
術
ナ
ク
同
夜
子
ノ
刻
ー
ー
至
テ
決
堤
ス 

其
区 

域
東
ハ
上
中
森
村
境
ヨ
リ
西
ハ
川
岸
道-
一
至
ル
延
長
百
四
拾
六
間
其
決
ロ
ヨ
リ
横 

流
平
地I

I

汎
濫
シ
家
屋
ヲ
流
失
シ
田
稼
ヲ
掃
蕩
シ
溺
死
人
ア
リ 

畜
類
ノ
死
傷
亦
頗 

ル
多
ク
ー
望
渺
茫
恰
海
洋
ノ
如
ク
人
々
避
難
ノ
処
ナ
ク
家
屋
ノ
破
材
ヲ
集
メ
テ
纔
力 

ー
ー
筏
ヲ
結
ヒ
難
ヲ
其
上
ー
ー
避
ケ
数
日
火
食
ヲ
絶
ツ
ニ
至
ル 

其
惨
状
実
ー
ー
名
状
ス
ル 

能
ハ
ス
本
川
古
今
未
曾
有
ノ
洪
水
ナ
リ
ト
云
フ
其
被
害
数
拾
村
ー
ー
延
キ
本
村
及
ヒ 

上
中
森
村
下
中
森
村
ハ
殊-
一
甚
シ
ク
横
流
ノ
跡
良
田
変
シ
テ
砂
磧
ト
ナ
リ
又
池
ト
ナ 

ル 

是-
一
於
テ
徳
川
政
府
勘
定
方
直
江
鞍
之
助
ヲ
シ
テ
普
請
上
條
要
助
井
上
富
蔵
蓮 

見
音
次
郎
林
紋
三
郎
氏
等
数
氏
ヲ
卒
へ
テ
派
遣
セ
シ
メ
人
夫
ヲ
統
督
シ
昼
夜
仮
り
留 

ー
ー
尽
カ
ス
ト
雖
モ
ー
日
ノ 
土
功
一
夜
ー
ー
流
失
シ
絶
テ
痕
跡
ヲ
留
メ
ス 

此
ノ
如
ク
ス

ル
コ
ト
数
十
日
終
十
月
十
五
日
二
至
リ
テ
其
効
ヲ
奏
ス 

尋
テ
本
土
功--
着
手
シ
翌 

年
三
月
廿
五
日H

及
ン
テ
完
ク
成
功
セ
リ

堤
外
ハ
ニ
十
数
年
前
マ
テ
頗
ル
深
流
ナ
リ
シ
カ
漸
々
附
洲
シ
テ
平
原
ト
ナ
ル
故H  

開
懇
シ
テ
畑
ト
ナ
シ
目
今
ー
ー
至
テ
ハ
ー
帯
ノ
桑
園
ナ
リ
被
害
村
ノ
内(

目
今
大
輪
沼 

新
田)

大
輪
沼
ハ
上
古
ヨ
リ
沼
沢
ナ
リ
シ
カ
中
古―

テ
谷
田
川
已
南
ー
ー
少
シ
ク
水
田 

ヲ
開
懇
シ
其
他
依
然
沼
沢
ナ
リ
シ
ガ
然
ルH

此
出
水
ノ
為
メ H

泥
淳
数
尺
潴
溜
シ
殆 

卜
田
面
卜
平
行
ス 

是
レ
ー
ー
因
テ
爾
来
漸
次
開
懇
シ
テ
目
今
ー
ー
至
リ
頗
ル
良
田
ト
ナ 

ル
是
レ
此
ノ
水
害
ハ
反
テ
今
ノ
幸
福
ヲ
来
セ
リ

本
村
ハ
全
ク
砂
石
押
入
シ
最
高
所
三
四
尺
最
低
所
卜
雖
モ
貳
尺
通
リ
ノ
砂
磧
ト
ナ 

リ
樹
木
生
セ
ズ
漠
々
タ
ル
平
原
ナ
ル
ヲ
爾
来
人
民
頗
ル
苦
楚
ヲ
嘗
メ
漸
々
掘
返
シ
テ 

砂
石
ヲ
埋
メ
田
畑
ナ
シ
残
余
ノ
平
原
現
時
東
北
隅H

拾
数
町
歩
ア
ル
ノ
ミ

堤
塘
決
口
下
流
数
町
歩
ノ
良
田
掘
シ
テ
池
ト
ナ
ル 

亦
漸
々
埋
立
水
田
ト
ナ
ス 

現
今
二
至
リ
テ
ハ
堤
北
二
沿
フ
テ
僅
二
春
町
歩
余
ノ
池
二
留
ム
ル
ノ
ミ 

其
周
囲
深 

浅
等
湖
沼
ノ
項
ー
ー
明
掲
ス
ル
如
シ

上
中
森
村
ノ
内
砂
入
ノ
地 

ハ
漸
次
開
懇
シ
テ
田
圃
ト
ナ
シ
目
今H

至
テ
ハ
山
林
原 

野
ヲ
合
算
シ
僅
々
三
四
町
歩
ー
ー
過
キ
ス 

池
ハ
埋
立
シ
テ
僅
カ
ー
ー«

反
歩
余
痕
跡
ヲ 

留
ム
ル
ノ
ミ

以
上
徴
ス
ベ
キ
書
類
ナ
シ
ト
雖
モ
当
時
関
係
人
ノ
参
考
若
ク
ハ
ロ
碑
ー
ー
徴
シ
テ
掲 

記
ス 

其
^:
時
ノ
景
況
及
ヒ
現
況
ハ
即
左
ノ
如
シ

一
 

破
堤
延
長
百
四
拾
六
間 

深
六
尺
ヨ
リ«

丈
五
尺
マ
テ

一
 

流
失
家
屋 

上
中
森
村
三
拾
六
棟 

上
五
箇
村
三
拾
貳
棟 

合
六
拾
八
棟

一
 

溺

死

春

人

一
 

砂
入
村
名
及
其
反
別

上
五
箇
村 

九
拾
八
町
三
反
九
畝
貳
歩
余

上
中
森
村
百
三
町
六
反
七
畝
六
歩
余

下
中
森
村
凡
四
拾
五
町
歩
余

萱
野
村 

貳
拾
五
町
歩
余

大
輪
沼
新
田
凡
貳
拾
三
町
歩
余



但
砂
ノ
上
部
二
泥
濘
ヲ
置
ク
コ
ト
貳
尺
余

一
 

荒
地
不
変
起
村
名
及
ヒ
其
反
別

±

五
箇
村 

荒
地 

春
反
九
畝
拾
貳
歩 

池 

春
町
三
反
三
畝
拾
三
歩 

山
林
拾
四
町
貳
畝
歩 

原
野
春
町
七
反
貳
畝
三
歩 

合
計
拾
七
町
七 

反
貳
畝
三
歩

±

中
森
村 

池 

春
反
春
畝
拾
四
歩 

山
林 

春
町
四
反
九
畝
拾
春
歩 

原
野 

春
町
七
反
春
畝
七
歩 

合
計 

三
町
三
反
貳
畝
貳
歩 

萱

野

村

原

野

四

反

歩

一
 

浸
水
村
凡
六
拾
ヶ
村

一
.
普
請
築
堤 

長
百
四
拾
六
間 

高
切
敷
ョ
リ
平
均
七
間 

馬
踏
二
間 

敷
拾 

六
間

ー
 

エ
事
日
数
二
百
六
十
日
ー 

ー
日
平
均
貳
千
人
総
人
夫
五
拾
貳
萬
人 

一
 

普
請
金
七
千
九1

五
拾
両
余

一
 

普
請
御
掛 

勘
定
方 

直
江
鞍
之
助 

普
請
方 

エ
條
要
助 

井
エ
富
蔵 

蓮
見
音
次
郎
林
紋
三
郎

普
請
組
合
村

古
戸
村 

仙
石
村 

古
海
村 

舞
木
村 

赤
岩
村 

瀬
戸
井
村 

ェ

五

箇

村

上

中

森

村

エ

中

森

村

大

輪

村 

大
輪
沼
新
田
須
賀
村 

飯
野
村 

川
俣
村 

矢
島
村 

千
津
井
村
斗
合
田
村
松
原
村 

梅
原
村 

江
口
村 

岩
田
村 

赤
生
田
村
堀
エ
村 

大
高
島
村 

T

五
箇
村 

小
桑
原
村 

青
柳
村 

大
佐
貫
村 

鍋
谷
村 

新
宿
村 

新
里
村 

中
谷
村 

谷
越
村 

入

ヶ

谷

村

南

大

島

村T

三
林
村 

ェ
三
林
村
江
黒
村 

野
辺
村 

近
藤
村 

萱
野
村 

木
崎
村 

田
島
村 

鍋
谷
村

上
野
国
邑
楽
郡
上
中
森
村

沿 

革

建

置

不

詳

名
称 

称
呼
ノ
起
因
不
詳 

建
置
已
来±

中
森
村
卜
称
ス

所
属 

上
古
不
詳 

中
古
ヨ
リ
邑
楽
郡
赤
岩
郷
二
属
シ
佐
貫
荘
二
隸
ス 

寛
文
元 

年
ヨ
リ
館
林
領
卜
云
フ 

明
治
元
年
九
月
岩
鼻
県
ノ
管
轄
二
属
シ
仝
四
年
二
月
館
林 

藩
ノ
管
轄
二
属
シ
仝
年
七
月
館
林
県
ト
ナ
ル 

仝
年
十
一
月
栃
木
県
ノ
管
轄
ー
ー
属
ス 

仝
五
年
四
月
第
七
拾
区
ー
ー
属
シ
須
賀
村
御
用
取
扱
所-

1

属
ス 

仝
六
年
三
月
第
八
大 

区
八
小
区
ト
ナ
リ
御
用
取
扱
所
故
ノ
如
シ 

仝
年
八
月
第
拾
一
大
区
八
小
区
二
編
シ 

御
用
取
扱
所
仝±

仝
九
年
四
月
十
日
第
四
大
区
十
二
小
区-
一
編
シ
須
賀
村
御
用
取 

扱
所
ヲ
区
務
所
卜
改
メ
仝
村
ー
ー
置
ク 

仝
年
八
月
九
日
更
ー
ー
群
馬
県
ノ
管
轄
ー
ー
帰
シ 

第
二
十
三
大
区
八
小
区
二
編
シ
区
務
所
故
ノ
如
シ 

仝
十
一
年
十
二
月
ロ
—

郡
役
所 

ノ
管
理
一I

属
シ
郡
区
編
制
ノ
令
一I

拠
リH

五
箇
工
中
森T

中
森
ノ
三
ケ
村
ヲ
連
合
シ 

テ
戸
長
役
場
ヲ
本
村
ー
ー
置
ク 

仝
十
三
年
十
二
月
分
離
独
立
シ
テ
戸
長
役
場
ヲ
本
村 

二
置
ク 

仝
十
七
年
七
月
一
日±

五
箇±

中
森
萱
野
木
崎
瀬
戸
井
ノ
五
ケ
村
ヲ
連
合 

シ
テ
戸
長
役
場
ヲ
上
五
箇
村
ー
ー
置
ク

管

轄,

往
昔
不
詳 

寛
文
元
年
ヨ
リ
天
和
二
年
迄
館
：
^
®

主
宰
相
右
馬
ノ
守
綱
吉 

之
レ
ヲ
管
ス 

後
五
分
シ
テ
其
ー
ハ
前
橋
城
主
松
平
大
和
守
之
ヲ
領
ス 

其
四
ハ
旗 

T

青
山
三
之
助 
'
山
岡
十
兵
衛 

三
浦
甚
橘 

小
出
静
五
郎
四
氏
ノ
採
地
ー
ー
属
ス 

明
治
元
年
九
月
岩
鼻
県
管
轄
ノ
分
館
林
藩-

1

属
シ 

仝
年
七
月
廃
藩
置
県
前
橋
藩
ノ 

所
管
モ
併
セ
テ
館
林
県
ノ
管
轄
ト
ナ
リ 

仝
九
年
八
月
九
日
更
一 I

群
馬
県
ノ
管
轄
ー
ー 

帰
シ 

仝
十
一
年
十
二
月
邑
楽
郡
役
所
ノ
管
理I

一
属
ス

位

置

疆

域

位
置
郡
ノ
西
南
ー
ー
位
ス

東

T

中
森
村
卜
里
道
及
田
畑
畦
畔
ヲ
以
テ
界
ス

西 

エ
五
箇
村
及
萱
野
村
卜
堀
中
央
及
ビ
田
畑
畦
畔
ヲ
以
テ
界
ス

南 

武
蔵
国
北
埼
玉
郡T

中
条
村
及
須
加
村
卜
利
根
川
中
央
ヲ
以
テ
国
界
ヲ
ナ 

ス

北 

大
輪
沼
新
田
卜
谷
田
川
中
央
及
道
路
ヲ
以
テ
界
ス



幅 

員

東
西
七
町
五
拾
七
間
三
尺

南
北
拾
九
町
五
拾
五
間
三
尺

周
囲
春
里
三
拾
町
五
拾
貳
間

面
積
四
拾
七
万
八
千
七
百
〇
六
坪

地 

味

色 

薄
赤

質 

粗
悪
ニ
シ
テ
砂
石
ヲ
混
ス

適

種

稲

麦

大

豆

小

豆

木

綿

蕎

麦

藍

等

二

適

シ

尤

モ

桑
-
一
宜
シ 

地 

勢

水
脈 

利
根
川
上
五
箇
村
ノ
南
端3

リ
来
リ
本
村
ノ
南-
一
沿
ヒ
東
流
シ
テ
下
中
森 

ー
ー
入
ル 

舟
楫
ノ
便
ア
リ 

然
レ
ト
モ
霖
雨
暴
漲
ノ
際
汎
濫
ノ
憂
ア
リ 

休
伯
堀
上 

五
箇
村
リ
来
リ
中
央
ヲ
東
流
シ
テ
下
中
森
村
一I

入
ル 

則
本
村
ノ
用
水
ナ
リ
ト
雖 

モ
已
南
ハ
灌
漑
ノ
利
ナ
ク
已
北
ハ
其
便
ア
レ
ド
モ
夏
候
渇
水
ノ
憂
ア
リ 

谷
田
川
ハ 

本
村
ノ
西
北
隅
ヨ
リ
始
リ
北
境
ヲ
東
流
シ
大
輪
沼
新
田I

I

入
ル 

本
川
ハ
悪
水
落
二 

シ
テ
霖
雨
ノ
際
流
通
宜
シ
カ
ラ
ス
悪
水
ノ
害
ア
リ

東
部
田
圃
連
亘
シ
テ
民
家
散
在
セ
リ

西
部
田
畑
接
続
シ
テ
点
々
民
家
ア
リ

南
部 

利
根
川
ー
ー
沿
ヒ
田
圃
相
連
リ
堤
塘
其
中
央
ヲ
貫
キ
民
家
接
続
ス

北
部
谷
田
川
二
沿
ヒ
田
畑
連
亘
シ
テ
民
家
更
ニ
ナ
シ

全
地
形
勢 

地
形
稔
魚
に
似
タ
リ 

閨
村
平
担
ニ
シ
テ
南
境
ー
ー
利
根
川
ヲ
帯
ヒ
舟 

楫
ノ
利
ア
リ
ト
雖
モ
霜
雨
激
潦
ノ
際
汎
濫
ノ
憂
ア
リ 

堤
塘
東
西
ー
ニ
旦
リ
休
伯
堀
中 

央
ヲ
東
流
ス 

則
本
村
ノ
用
ナ
リ 

然
モ
水
量
浅
ク
シ
テ
夏
侯
渇
水
ノ
憂
ヲ
免
レ
ス 

北
部-

窪
地
ニ
シ
テ
谷
田
川
ー
ー
沿
へ
悪
水
ノ
害
ヲ
被
ル
頃
年
ノ
如
シ

字 

地

旧 

字 

反 

別 

筆

数
 

北 

谷 

谷
新
田 

二
反
田 

八
町
九
反
七
畝
三
歩 

百
五
拾
六 

西 

谷 

す
た
て
場 

谷
新
田 

八
町
五
反
貳
畝
廿
六
歩 

貳
百
貳
拾 

東
鍋
田 

な
ベ
田 

へ
び
田 

八
町
三
反
六
畝
廿
九
歩 

貳
百
七 

対

地
 

ま
ん
ぢ
ぅ
田 

つ
い
じ 

七
町
三
反
三
畝
拾
八
歩
百
七
拾
六 

谷 

端 

ま
ん
ぢ
ぅ
田 

谷 

端 

三
町 

九
畝
三
歩 

七
拾
三 

東

谷
 

谷
新
田 

八
町
八
反
四
畝
廿
貳
歩
百
九
拾
六 

西
鍋
田 

な
べ
田 

鷺

田

八

町

貳

反

八

畝

拾

九

歩

貳

百

春 

長
性
地 

長
性
寺 

き
つ
ね
塚
七
町
八
反
三
畝
廿
八
歩
貳
百
五 

(
反
力3

仲

道
 

四
町
三
町
四
畝
歩 

九
拾
春 

神

田
 

神

田
 

鷺

田

五

町

春

反
 

三
歩 

百
五
拾
七 

愛

宕
 

愛
宕
下 

原
新
田 

九
町
貳
反
春
畝
廿
春
歩
貳
百
貳 

八
幡
上
北 

道
六
神 

拾
町
五
反
四
畝
廿
歩 

百
六
拾
八 

八
幡
上
南 

八
幡
前 

原

新
 

九
町
七
反
三
畝
拾
三
歩 

百
九
拾
七 

八
幡
下 

道
六
神 

神 

明 

拾
町
春
反
貳
畝
三
歩 

百
七
拾
七 

悪 

途 

堤
あ
い 

悪

戸
 

拾
町
三
反
〇 

四
歩 

貳
百
貳

神 

社

八
幡
神
社

所
在
上
中
森
村
字
八
幡
上
南 

坪
数
四
百
七
十
坪

祭
神
誉
田
和
気
命

社
格 

村
社 

明
治
五
年
十
一
月
ョ
リ
村
社-
一
列
ス

創
建
年
月
不
詳

祭
日
三
月
十
五
日
九
月
十
五
日

氏
子
百
貳
捨
春
戸

末
社 

三
社 

稲
荷
神
社 

水
神
社 

道
神
社

現
任
宮
司
若
ク
ハ
祠
官
ノ
名 

祠
掌 

吉
田
吉
府 

杉
戸
泰
治



寺 

院

天
徳
山
授
楽
寺

所
在 

上
中
森
村
字
八
幡
上
南 

坪
数 

六
百
九
坪 

宗

派

曹

洞

宗 

寺
格
武
蔵
国
北
埼
玉
郡
花
咲
村
法
泉
寺
末 

開
基
人
名
僧
廣
俊

開
基
年
月
不
詳

現
住
ノ
姓
名
天
野
大
忠

道 

路

中

道

等
級
里
道
貳
等

長 

拾
三
町
拾
三
間 

上
五
箇
村
字
駒
形
ヨ
リ
来
リ
下
中
森
村
字
大
船
戸
二
入

レ

幅 

貳
間

形
状
登
降
更
ニ
ナ
ク
屈
曲
六
ケ
所
ア
リ

雑
項 

上
五
箇
村
境
ヨ
リ
来
リ
中
央
ヲ
屈
曲
東
通
シ
下
中
森
村
境-
一
至
ル 

本
道 

ハ
上
五
箇
村
足
利
道
ヨ
リ
館
林
町-
一
出
ツ
ル
支
線
ナ
リ 

平
担
ニ
シ
テ
行
路
便
ナ
リ 

道
六
神
道

等
級
里
道
貳
等

長 

九
町
拾
八
間 

本
村
ノ
南
方
利
根
川
ヨ
リ
起
リ
萱
野
村
境
二
至
ル 

幅 

貳
間

形
状
登
降
更
ニ
ナ
ク
屈
曲
四
ケ
所
ア
リ

雑
項 

村
ノ
南
方
堤
塘
ヨ
リ
中
央
ヲ
北
通
シ
萱
野
村
境
ー
ー
至
リ
足
利
道
二
合
ス 

平
担
ニ
シ
テ
行
路
稍
便
ナ
リ

堤 

塘

利
根
川
堤

長 

九
町
拾
五
間
三
尺

高 

貳
間
四
尺
七
寸

幅 

馬
踏
貳
間S

リ
三
間
五
尺
マ
テ 

敷

拾

五

間

雑
項 

上
五
箇
村m

リ
来
リ
本
村
ノ
南
部
ヲ
貫
通>
テ
下
中
森
境H

至
ル 

抑
本 

堤
創
設
ハ
徳
川
家
康
関
東
八
州
ヲ
管
ス
ル
—方
リ
利
根
川
ノ
汎
濫
ヲ
防
ク
為
メ
文
禄 

四
年
其
臣
奉
行
荒
瀬
彦
兵
衛 

石
川
佐
次
右
ヱ
門
二
氏-

命
シ
テ
建
築
セ
シ
ム
ル
所 

H

シ
テ
西
ハ
古
戸
村
ヨ
リ
起
リ
東
ハ
下
五
箇
村-
一
至
ル
延
長
一
萬
八
千
三
百
貳
拾
九 

間
ー
ニ
旦
ル 

後
寛
文
年
間
宰
相
徳
川
綱
吉
館
林
ヲ
治
ム
ル
時
大
ー
ー
カ
ヲ
水
防
ー
ー
盡
サ 

レ
堤
防
組
合
ヲ
設
ケ
テ
防
禦
二
供
フ 

然
レ
ト
モ
徳
川
氏
治
世
ノ
時
ハ
高
幅
制
限
ア 

リ
テ
自
由H

増
築
ス
ル
ヲ
許
サ
ス 

是
レ
ヲ
以
テ
堤
体
脆
弱H

シ
テ
本
川
暴
漲
ノ
際 

穿
々
潰
決
ノ
憂
ア
リ 

然
ル-

1

明
治
政
府
ー
ー
至
テ
大
ニ
カ
ヲ
水
防
ー
ー
用
ヰ
ラ
レ
年
 々

地
方
税
ヲ
以
テ
修
繕
増
築
セ
ラ
ル
因
テ
現
時
ハ
頗
ル
堅
牢
ト
ナ
レ
リ

人 

物

故
正
八
位
杉
戸
大
角
履
歴

元
姓
ハ
宮
田
氏
蔵
人
卜
称
ス 

夫
雪
ハ
其
字
ナ
リ 

上
野
国
邑
楽
郡
上
中
森
ノ
人 

ナ
リ
考
修
験
常
福
院
権
大
僧
都
秀
教
母
ハ
宮
田
氏 

嘉
永
元
年
三
月
一
日
ヲ
以
テ
生 

ル 

少
時
家
庭
ノ
教
育
ヲ
受
ケ
稍
長
ス
ル
ニ
及
ン
テ
仝
郡
舞
木
村
修
験
大
光
院
大
僧 

都
右
近
ー
ー
従
ヒ
密
学
修
行
シ
能
ク
其
奥
妙
ヲ
探
リ
年
十
三
ニ
シ
テ
常
福
密
院
ノ
号
ヲ
襲 

キ
ヌ 

館
林
藩
儒
臣
杉
四
郎
及
ヒ
進
藤
又
治
二
循
ヒ
支
那
学
ヲ
研
究
シ
頗
ル
其
義
ー
ー 

通
ス 

且
石
川
甲
子
雄
二
従
ヒ
国
学
ヲ
修
メ
尋
テ
栃
木
県
中
教
院
教
頭
梅
園
春
雄
ー
ー 

就
キ
国
学
ヲ
研
究
シ
爾
来
益
螢
雪
ノ
労
ヲ
積
ミ
学
大
ー
ー
進
ム 

傍
ラ
詩
歌
ヲ
能
ク
ス 

明
治
元
年
官
符
ヲ
奉
シ
復
飾
シ
テ
杉
戸
大
角
卜
改
ム(
仝

村

社

八

幡

社

ノ
祈
願
ヲ 

命
セ
ラ
レ
仝
六
年
二
月
同
郡
川
俣
村
郷
社
粟
島
神
社
ノ
詞
官
ー
ー
任
セ
ラ
レ
仝
七
年
一 

月
訓
導
二
兼
補
セ
ラ
ル 

八
エ
八
年
十
月
下
野
国
二
荒
山
神
社
ノ
主
典
二
転
任
シ
権
少 

講
義
ー
ー
兼
補
セ
ラ
ル 

仝
十
年
五
月
少
講
義
ー
ー
補
セ
ラ
ル 

仝
年
十
二
月
廃
官
ト
ナ 

リ
仝
十
一
年
六
月
渡
島
国
函
館
八
幡
宮
ノ
主
典
二
任
セ
ラ
ル 

仝
十
二
年
三
月
権
中 

講
義
二
兼
補
セ
ラ
ル 

仝
年
五
月
石
狩
国
札
幌
神
社
ソ
祢
宜
ー
ー
転
任
ス 

仝
十
三
年



八
月
仝
社
ノ
宮
司
二
任
セ
ラ
レ
仝
年
九
月
中
講
義
ー
ー
兼
補
セ
ラ
ル
仝
十
六
年
三
月 

講
典
講
究
所
委
員
ヲ
委
托
セ
ラ
レ
仝
十
七
年
十
月
六
日
正
八
位
二
叙
セ
ラ
レ
企
十
八 

年
十
月
札
幌
神
神
道
事
務
局
監
督
ヲ
命
セ
ラ
レ
八
工
十
九
年
十
一
月
十
三
日
官
二
卒
ス 

旧
検
地
帳
所
載
ノ
字

延
宝
三
乙
卯
年
三
月
十
七
日(

五
冊
ノ
内
春
番
貳
番
三
番
四
番
五
番)

検
地
役 

人
長
谷
川
六
兵
衛
外
三
人

う
る
し
田 

花
ま
つ
り 

大
舟
戸 

浪
う
へ 

柳
屋
敷 

愛
宕
下

谷
端 

つ
い
じ 

ま
ん
ぢ
う
だ 

中 

道 

な
べ
た 

ほ
り
う
へ 

し

ベ 

長
性
寺 

原
新
田 

す

た

て

場

鷺

田
 

へ
び
田 

谷
新
田 

道
六
神 

神

明
 

き
つ
ね
つ
か
十
二
所 

向

田

う
し
田 

八
幡
前 

二
反
田 

堤
あ
ひ 

原

新
 

悪

戸

以
上
三
拾
字

旧
検
地
帳
表
書
合
計

五
邢
之
内

表
上
野
国
邑
楽
郡
上
中
森
村
水
帳

書 

(

春
香)
(

貳
番)
(

三S
 
(

四
番)
(

五
番)

田
畑
屋
敷
合
百
〇
三
町
六
反
春
畝
六
歩

合

高
 

合
千
拾
石
八
斗
春
升
五
合

計 

外
貳
畝
廿
八
歩
蔵
屋
敷

変

異

記

事

上
五
箇
村
決
堤
ノ
罹
害

弘
化
三
丙
午
年
六
月
廿
八
日
上
五
箇
村
字
駒
形
決
堤-
一
際
シ
砂
石
汎
濫
シ
テ
全
村 

其
害
二
罹
ル 

就
中
百
三
町
二
反
余
歩
ノ
地
ハ
悉
ク
砂
礫
ト
ナ
ル 

爾
来
人
民
カ
ヲ 

尽
シ
漸
々
掘
返
シ
テ
田
圃
ト
ナ
シ
現
今1

1

至
テ
ハ
山
林
原
野
等
合
セ
テ
三
町
六
反
五 

畝
歩
残
ル
ノ
ミ 

而
シ
テ
当
時
ノ
惨
状
ハ
上
五
箇
村
変
異
記
事
ノ
項
ー
ー
詳
記
セ
リ 

双
児
出
産 

■

明
治
十
四
年
十
一
月
廿
六
日
本
村
平
民
栗
原
忠
蔵
妻
ょ
ね
双
児
ヲ
生
ム 

男
ヲ
桂 

三
郎
卜
称
シ
女
ヲ
も
ょ
と
名
ッ
ク 

而
シ
テ
男
ハ
仝
年
十
ー
ー
月
三
十
日1

1

至
テ
死
亡 

シ
女
ハ
今-
一
健
全
ナ
リ

上
野
国
邑
楽
郡
萱
野
村

沿 

革

建

置

不

詳

名
称 

名
称
ノ
起
因
詳
カ
ナ
ラ
ザ
レ
ト
モ
建
置
已
来
萱
野
村
卜
称
ス

所
属 

上
古
不
詳 

中
古
ヨ
リ
邑
楽
郡
赤
岩
郷
二
属
シ
佐
貫
荘
二
隸
シ
館
林
領
卜 

云
フ 

明
治
元
年
九
月
岩
鼻
県
ノ
管
轄
ー
ー
属
シ
仝
四
年
ー
ー
月
館
林
藩
ノ
管
轄
ー
ー
属
シ 

仝
年
七
月
館
林
県
ト
ナ
ル 

仝
年
十
一
月
栃
木
県
ノ
管
轄-1

属
ス 

仝
五
年
四
月
第 

六
拾
九
区
舞
木
村
御
用
取
扱
所
ー
ー
属
シ
仝
六̂
^
 
ー
ー
月
第
八
大
区
九
小
区
ー
ー
編
シ
御
用 

取
扱
所
故
ノ
如
シ 

仝
年
八
月
第
十
一
大
区
九
小
区
ー
ー
編
シ
御
用
取
扱
所
仝
上 

仝 

九
年
四
月
十
日
第
四
大
区
十
ー 

ー
小
区
ー
ー
編
シ
区
務
所
ヲ
須
賀
村
二
置
ク 

仝
年
八
月 

九
日
更
ー
ー
群
馬
県
ノ
管
轄
二
帰
シ
第
廿
三
大
区
八
小
区
ー
ー
編
シ
区
務
所
故
ノ
如
シ 

仝
十
一
年
十
ー 

ー
月
邑
楽
郡
役
所
ノ
管
理
二
属
シ
郡
区
編
制
ノ
令
ーー

拠
リ
萱
野
野
辺
上 

三
林
ノ
三
村
ヲ
連
合
シ
テ
戸
長
役
場
ヲ
野
辺
村1

,

置
ク 

仝
十
三
年
九
月
分
離
独
立 

シ
テ
戸
長
役
場
ヲ
本
村-
一
置
キ
仝
十
七
年
七
月
一
日
上
五
箇
上
中
森
村
萱
野
木
崎
瀬 

戸
井
五
ケ
村
ヲ
連
合
シ
テ
戸
長
役
場
ヲ
上
五
箇
村
一 I

置
ク

分
合 

寛
永
九
年(

現
由
不
詳)

分
テ
ー 

ー
村
ト
ナ
シ
ー
ヲ
猶
萱
野
村
卜
称
シ
ー
ヲ 

野
辺
村
卜
称
ス

管
轄 

古
昔
不
詳 

天
正
ノ
頃
ヨ
リ
館
林
城
主®

原
式
部
大
輔
之
レ
ヲ
管
シ
寛
文 

元
年
ヨ
リ
天
和
ー
ー
年
マ
テ
館
林
城
主
宰
相
右
馬
守
綱
吉
之
レ
ヲ
管
ス(

年
歴
不
詳) 

六
分
シ
テ
徳
川
氏
ノ
旗
下
山
岡
久
留
島 

大
久
保 

水
野 

青
山 

土
岐(

名
不
詳) 

六
氏
ノ
採
地-
一
属
ス 

明
治
元
年
九
月
山
岡
十
兵
衛 

大
久
保
兵
九
郎 

水
野
鎧
太 

郎 

土
岐
左
近
ノ
四
給
岩
鼻
県
ノ
管
轄
ト
ナ
リ 

仝
ー
ー
年
ー
ー
月
青
山
三
之
助 

久
留 

島
半
八
郎
ノ
ー
ー
給
亦
仝
県
ノ
管
轄
ー
ー
属
ス 

仝
四
年
ー
ー
月
館
林
藩
ノ
管
轄
ト
ナ
リ
仝 

九
年
八
月
九
日
更I

I

群
馬
県
ノ
管
轄
ー
ー
属
シ
仝
十
一
年
十
ー
ー
月
邑
楽
郡
役
所
ノ
管
理



二
属
ス

位

置

疆

域

位

置

郡

の

西

南H

位
ス

東 

上
中
森
村
及
ヒ
大
輪
沼
新
田
卜
接
シ
悪
水
堀
ヲ
以
テ
界
ヲ
ナ
ス 

西 

赤
岩
村
及
ヒ
木
崎
村
卜
悪
水
堀
田
畑
畦
畔
ヲ
以
テ
界
ス

南 

上
五
箇
村
瀬
戸
井
村
赤
岩
村
卜
相
接
シ
田
畑
及
悪
水
堀
ヲ
以
テ
界
ス 

北 

野
辺
村
木
崎
村
卜
堀
及
ヒ
田
畑
畦
畔
ヲ
以
テ
界
ヲ
ナ
ス

幅 

員

東
西
拾
八
町
五
間

南
北
拾
町
貳
拾
五
間

周
囲
三
里
拾
五
町
三
拾
五
間
三
尺

面
積
四
拾
七
万
八
千
七
百
六
坪

地 

味

色 

赤
色H

シ
テ
薄
黒
ヲ
帯
ブ

質 

粗
悪
真
土 H

シ
テ
砂
交
リ
ナ
リ

適
種 

稲

麦
 

大
豆 

小
豆 

蕎
麦 

藍
葉H

適
シ
尤
木
綿-
一
宜
シ

地 

勢

水
脈 

鎌
田
堀
赤
岩
村
ヨ
リ
来
リ
南
境
ヲ
東
流
シ
テ
上
中
森
村
境-

至
リ
五
間
堀 

卜
称
ス 

則
用
悪
兼
用
ノ
水
路H

シ
テ
是m

リ
東
境
ヲ
北
流
シ
テ
大
輪
沼
新
田
ー
ー
至 

リ
谷
田
川H

注
ク
緩
流
ナ
リ
ト
雖
モ
悪
水
流
通
ノ
利
ア
リ

東
部
田
圃
連
亘
民
家
更-
ー
ナ
シ

西
部
田
圃
相
連
リ
民
家
并
列
ス

南
部 

鎌
田
堀H

沿
ヒ
田
畑
接
続
シ
民
家
散
在
セ
リ

北
部 

田
畑
連
亘
シ
又
野
辺
村
ノ
北
部
ー
ニ
帯
ノ
飛
地7

リ
水
田
山
林
原
野
合 

セ
テ
廿
六
町
歩7

リ
.
中

—
民
家
四
戸
散
在
セ
リ

全
地
形
勢 

地
形
靴
状
ヲ
ナ
シ
闔
村
平
担
一
丁
ン
テ
足
利
道
西
部
ー
ー
亘
リ
行
通
ノ
便 

ア
リ 

又
南
境
ヲ
東
流
シ
テ
五
間
堀
ト
ナ
ル 

之
レ
ヲ
鎌
田
堀
卜
称
ス 

東
境
ヲ
北 

流
ス
ル
ハ
則
五
間
堀
ナ
リ 

共H

悪
水
路H

シ
テ
緩
流
ナ
リ 

故-
一
夏
候
霖
雨
ノ
際 

潦
水
潴
留
シ
為
メ 

ー
ー
稲
草
腐
敗
ノ
憂
ア
リ

学 

校

設
立
明
治
七
年
十
一
月
廿
日

所
在
萱
野
村
字
上

地
坪
貳
百
坪

建
坪
三
拾
六
坪

種
類
公
立
尋
常
小
学
校

生
徒 

男
百
貳
拾
貳
人 

女
貳
拾
人

教

員

四

人
字 

地

旧

字
 

反 

別 

震
 

柳 

柳

田

三

ツ

又
 

四

町

蚤 

九
歩 

七
拾
四 

柳
ノ
前 

三
町
八
反
八
畝
拾
四
歩
七
拾
三 

春

丁

田

寺

前

申

新

田

漆

畑

道

六

神

七

町

七

反

七

畝

廿

八

歩

百

三

拾

六 

越

甫

袅

つ

ぷ

田

島
 

貳
町
七
反
四
畝
廿
三
歩
五
拾
八 

稲

荷

早

川
 

貳
町
五
反 

拾
貳
歩
四
拾
九 

前

田
 

四
町
五
反
春
畝
廿
七
歩
七
拾
五 

鎌

田
 

貳
町
七
反 

廿
貳
歩
五
拾 

万

年
 

三
町
四
反
七
畝
拾
貳
歩
五
拾
三 

八

幡
 

四
町
九
反 

七
歩
百
拾
七 

権

現

早

川

さ

ぅ

が

渕
 

六
町
九
反
六
畝
廿
貳
歩
百
拾
四



五
反
田 

八
町
春
反
七
畝
五
歩
百
三
拾 

渕
ノ
上 

五
町
七
反
七
畝
九
歩
百
〇
春 

新 

割 

五
町
四
反
三
畝 

廿
歩 

百
貳
拾
春 

上 

沼 

沼
ば
た 

四
町 

貳
畝
拾
六
歩 

百
〇
五 

水

呑

沼

ば

た
 

三
町
六
反
春
畝
廿
歩
九
拾
三 

下 

沼 

>

町
五
反
七
畝 

六
歩 

三
拾
四 

丑

起
 

六
町
八
反 

拾
七
歩
百
〇
七 

下

谷
 

四
町
九
反 

廿
三
歩
八
拾
春 

田

谷
 

五
町
八
反
五
畝
歩 

•

八
拾
春 

島

崎
 

五
町 

三
畝
拾
四
歩
八
拾
五 

若 

宮 

北
中
道 

六
町
貳
反
春
畝
廿
七
歩 

百 

子
ノ
宮
北
中
道 

四
町
三
反
五
畝
廿
三
歩
六
拾
三 

雷 

春
町
六
反 

貳

歩

拾

八 

下 

拾
春
町
五
反
四
畝
四
歩
九
拾
九 

上 

西

浦
 

拾
貳
町
九
反
四
畝
廿
春
歩 

百
〇
七 

中

上
 

道
六
神 

四
町
四
反
九
畝
拾
八
歩 

五
拾
八 

遠

上
 

四
町
三
反
三
畝
拾
七
歩
七
拾 

木
崎
前 

三
町
七
反
八
畝
拾
春
歩
六
拾
五 

相
ノ
谷 

五
町
貳
反
七
畝 

春
歩 

四
拾
春 

春
丁
野 

拾
春
町
貳
反
九
畝 

七
歩 

六
拾
四 

申
子
前 

六
反
七
畝
拾
四
歩 

六 

申

子
 

四
町 

五

畝

貳

歩 

七 

長
良
林 

三
町
八
反
貳
畝
春
歩 

拾
春 

大

林
 

九
反
春
畝
廿
六
歩 

四

神 

社

白
山
神
社

所
在 

萱

野

村

字

上 

坪
数 

貳
百
九
拾
七
坪

祭

神

菊

理

姫

命

伊

奘

冊

命

社
格 

村
社 

明
治
五
年
十
一
月
ヨ
リ
村
社
二
列
ス

創
建
年
月
不
詳

祭
日
九
月
十
九
日

氏
子
百
三
拾
春
戸

末
社 

富
士
岳
神
社 

八
幡
大
神 

八
坂
大
神 

稲
荷
神
社 

菅
原
社 

道
神
社 

若
宮
神
社

現
任
宮
司
若
ク
ハ
祠
官
ノ
名
祠
官 

高
階
奘 

祠
掌
南
室
傳

寺 

院

龍
沢
山
洞
源
寺

所
在 

萱
野
村
字
上 

坪
数 

四
百
八
拾
貳
坪

宗
派 

曹
洞
宗 

寺
格 

本
郡
堀
エ
村
茂
林
寺
末

開
基
人
名
僧
正
雄

開
基
年
月
慶
長
十
六
辛
亥
年(

月
日
不
詳)

現
住
ノ
姓
名
松
沢
嶺
雲 

ハ
マ
こ 

雑
項 

本
寺
ハ
慶
長
十
六
年
僧
正
雄
ノ
開
棊
創
建
二
係
ル 

然
ル-
一
寛
保
二
辛
亥 

年
利
根
川
出
水
ノ
害
ーー

罹
リ
本
堂
ヲ
始
メ
其
他
ノ
建
造
物
皆
流
失
ス 

後
延
享
元
甲 

子
年
当
時
ノ
住
職
價
夕
包
之
レ
ヲ
再
建
ス 

則
今
ノ
造
営
ナ
リ

道 

路

足
利
道

等
級
里
道
春
等

長 

九
町
拾
貳
間 

瀬
戸
井
村
境
ヨ
リ
来
リ
木
崎
村
境
二
至
ル

幅

貳

間
 

(

マ
マ)

形
状 

登
降
更
ニ
ナ
ク
屈
曲
五
ケ
所
湾
曲
春
ケ
所
ア
リ

雑
項 

瀬
戸
井
村
境
ヨ
リ
来
リ
西
部
ヲ
曲
通
シ
テ
木
崎
村
境
二
至
ル 

本
道
ハ
下 

野
国
足
利
町
ヨ
リ
中
山
道
二
出
ツ
ル
要
路
ニ
シ
テ
行
路
便
利
ナ
リ 

故
二
車
馬
ノ
行



通
稍
頻
煩
ナ
リ

館
林
道

等
級
里
道
貳
等

長 

拾
八
町
四
拾
間 

木
村
字
上
足
利
道
ヨ
リ
野
辺
村
境
二
至
ル

幅 

貳
間 

(

マ
マ)

形
状 

登
降
更
ニ
ナ
ク
屈
曲
九
ケ
所
湾
曲
ー
ー
ケ
所
ア
リ
テ
用
水
上
沼
堀
葭
野
堀
二 

各
ー 

ノ
土
橋
ヲ
架
ス

雑
項 

本
村
字
上
足
利
道
ヨ
リ
分
岐
シ
中
央
ヲ
曲
通
シ
テ
野
辺
村
境-
一
至
ル 

本 

道
ハ
上
五
箇
川
岸
ヨ
リ
館
林
町-
一
出
ル
支
線
ニ
シ
テ
車
馬
ノ
行
通
ア
リ
ト
雖
モ
冬
季 

霜
解
ノ
際
行
路
ノ
便
悪
シ

旧
検
地
帳
所
載
ノ
字

天
正
十
九
辛
卯
年
ー
ー
月
廿
八
日
検
地
役
人
更
料
林
平
斎
藤
次
兵
衛 

寺

前
 

花

立
 

屋
敷
西 

袅
っ
ぷ 

屋
敷
前

下
萱
野 

八
幡
ノ
下 

と
ぅ
か
の
下
い
か
づ
ち 

ね
の
宮

ぅ
し
ろ
ふ
け 

八
幡
下
ふ
け 

こ
ん
げ
ん
西
新 

握 

沼
ば
た

ふ

け

あ

み

た

免

子

宮 

観
音
免 

稲
荷
前

旧
検
地
帳
表
書
合
計

天
正
十
九
辛
卯
年
二
月

東
上
野
佐
貫
庄
館
林
領
萱
野
村
竿
打
帳

紙
数
四
拾
七
枚
上
紙
共

合
計
都
合
田
畑
六
拾
四
町
大
四
拾
歩

変

異

記

事

上
五
箇
村
決
堤
ノ
罹
害

弘
化
三
丙
午
年
六
月
廿
八
日
利
根
川
洪
水
ノ
際
上
五
箇
村
字
駒
形
堤
塘
延
長
百
四

拾
六
間
破
決
ス 

此
時
本
村
ハ
其
決
ロ H

方
ル
ヲ
以
テ
浸
水
最
モ
深
ク
激
流
奔
波
之 

レ
カ
為
メ 

ー
ー
南
東
ノ
地(

前
田 

杉
ノ
前 

柳 

田

谷

島

崎 

子
ノ
宮)

合
六
字 

凡
貳
拾
五
町
歩
余
砂
石
汎
濫'>

テ
荒
磧
ト
ナ
ル 

然
ル-

爾
来
人
民
励
精
以
テ
田
圃 

ト
ナ
ス
現
今
ー
ー
至
テ
ハ
残
余
ノ
砂
原
四
反
歩
余
ノ
ミ
而
シ
テ
当
時
ノ
状
況
ハ
上 

化
箇
村
変
異
記
事
ノ
項
—詳
ナ
リ

上
野
国
邑
楽
郡
木
崎
村

沿 

革

建

置

不

詳

名
称 

称
呼 

起
因
不
詳 

建
置
以
来
木
崎
村
卜
称
ス

所
属 

上
古
不
詳 

中
古
ヨ
リ
邑
楽
郡
赤
岩
郷
—
属
シ
佐
貫
荘
—隸
ス 

寛
文
元 

年
ヨ
リ
館
林
領
卜
云
フ 

明
治
元
年
九
月
岩
鼻
県
ノ
管
轄―

属
ス 

仝
四
年
二
月
館 

林
藩
ノ
管
轄
—属
シ
仝
年
七
月
館
林
県
ト
ナ
ル 

仝
年
十
一
月
栃
木
県
ノ
管
轄
—属 

ス 

仝
五
年
四
月
第
六
拾
九
区
—
編
シ
御
用
取
扱
所
ヲ
舞
木
村―

置
ク 

仝
六
年
三 

月
第
八
大
区
九
小
区
—編
シ
御
用
取
扱
所
故
ノ
如
シ 

仝
年
八
月
第
拾
一
大
区
九
小 

区
ト
ナ
リ
御
用
取
扱
所
仝
上 

仝
九
年
四
月
十
日
第
四
大
区
拾
一
小
区
—編
シ
舞
木 

村
御
用
取
扱
所
ヲ
区
務
所
卜
仝
村―

置
ク 

仝
年
八
月
九
日
更
—群
馬
県
ノ
管
轄― 

帰
シ
第
廿
三
大
区
七
小
区
—編
シ
小
泉
村
区
務
所
—
属
ス 

仝
十
一
年
十
二
月
十
二 

月
邑
楽
郡
役
所
ノ
管
理―

属
シ
郡
区
編
制
ノ
令
に
拠
リ
赤
岩
村
瀬
戸
井
村
木
IWW

鍋 

谷
村
ヲ
編
合
シ
テ
戸
長
役
場
ヲ
赤
岩
村
に
置
ク 

仝
十
七
年
七
月
一
日
上
五
箇
村
上 

中
森
村
萱
野
木
崎
瀬
戸
井
ノ
五
ケ
村
ヲ
連
合
シ
テ
戸
長
役
場
ヲ
上
五
箇
村
—置
く

管
轄 

古
昔
不
詳 

天
正
六
年
ヨ
リ
館
林
城
主
榊
原
式
部
大
輔
之
レ
ヲ
領
ス 

仝 

十
八
年
徳
川
氏
ノ
代
官
曾
根
與
五
左
ヱ
門
ノ
支
配
ト
ナ
リ
正
保
元
年
ヨ
リ
寛
文
元 

年

マ

テ(

居
城
不
詳)

松
平
和
泉
守
之
レ
ヲ
管
ス 

仝
年
ヨ
リ
天
和
二
年
マ
テ
館
林 

(
守
力)

城
主
宰
相
右
馬
寺
綱
吉
之
レ
ヲ
管
ス 

仝
年
代
官
岡
登
次
郎
兵
衛
ノ
支
配
ト
ナ
リ
元 

禄
元
年
ヨ
リ
仝
十
五
年
迄
代
官
池
田
新
兵
衛
之
レ
ヲ
支
配
シ
仝
年
ヨ
リ
宝
永
元
年
迄 

代
官
野
田
三
郎
左
ヱ
門
ノ
支
配
—
属
ス
仝
年
八
月
分
テ
之
レ
ヲ
ニ
ト
ナ
シ
其
ー
ハ 

仝
氏
之
レ
ヲ
支
配
シ
ー
ハ
松
平
伊
豆
守
ノ
採
地
—
属
ス 

仝
四
年
野
田
氏
支
配
ノ
地



モ
亦
旗
下(

姓
名
不
詳)

ノ
採
地
ト
ナ
ル 

明
治
元
年
九
月
岩
鼻
県
ノ
管
轄-

属
シ 

仝
四
年
ー 

ー
月
館
林
藩
ノ
管
轄
ト
ナ
リ
仝
年
七
月
廃
藩
置
県
館
林
県
ノ
管
轄
ト
ナ
ル 

仝
年
十
一
月
栃
木
県
ノ
管
轄
二
属
シ
仝
九
年
八
月
九
日
更
二
群
馬
県
ノ
管
轄
二
属
シ 

仝
十
一
年
十
ー
ー
月
邑
楽
郡
役
所
ノ
管
理-

1

属
ス

位

置

疆

域

位

置

郡

ノ

西

南H
位
ス

東 

萱
野
村
卜
連
リ
道
路
用
水
路
及
田
畑
畦
畔
ヲ
以
テ
界
ス

西 

赤
岩
村
及
ヒ-
鍋
谷
村
卜
相
接
シ
道
路
ヲ
以
テ
界
ヲ
画
ル

南 

萱
野
村
卜
道
路
用
水
堀
及
ヒ
田
畑
畦
畔
ヲ
以
テ
界
ス

北 

鍋
谷
村
野
辺
村
卜
接
シ
田
畑
畦
畔
及
ヒ
悪
水
路
ヲ
以
テ
界
ト
ス

幅 

員

東
西
拾
春
町
八
間

南
北
五
町
三
拾
六
間

周
囲
春
里
貳
拾
貳
間

面
積
貳
拾
三
万
八
千
八
百
拾
六
坪

地 

味

色 

薄
赤
黒

質 

粗
悪H

シ
テ
野
土
ナ
リ

適

種

稲

麦

大

豆

小

豆

蕎

麦

木

綿

桑

藍

等

H

宜
シ

地 

勢

水
脈 

地
蔵
堀
鍋
谷
村
ヨ
リ
来
リ
北
境
ヲ
東
流
シ
テ
野
辺
村-

入
ル 

則
悪
水
落 

ナ
リ 

又
赤
岩
村
ヨ
リ
来
リ
中
央
ー
ー
於
テ
ニ
派
—
分
レ
ー
ハ
北
流
シ
テ
地
蔵
堀
—注 

キ
ー
ハ
東
流
シ
テ
萱
野
村
—
入
ル 

則
本
村
ノ
用
水
—
シ
テ
灌
概
最
モ
便
ナ
リ

東
部
田
圃
連
亘
シ
テ
民
家
更-

ナ
シ

西
部 

畑
山
林
原
野
接
続
シ
テ
民
家
散
在
セ
リ

南
部
田
圃
相
連
リ
民
家
幷
列
ス

北
部
田
畑
連
亘
シ
テ
少
シ
ク
民
寒
ア
リ

全
地
形
勢 

地
形
長
ク
東
西
—横
ハ
リ
西
部
ハ
廣
ク
東
部
八
狭
シ 

闔
村
平
坦
—
 

シ
テ
足
利
道
西
部
—
亘
リ
行
通
ノ
便
ア
リ 

且
用
水
疎
通
シ
テ
灌
漑
ノ
利
ア
リ
ト
雖 

モ
東
部
ハ
低
地
—
シ
テ
夏
候
暴
雨
ノ
際
悪
水
揠
流
シ
テ
之
レ
カ
為
メ
稲
草
腐
敗
ノ
憂 

ア
リ

字 

地

旧 

字 

反 

別 

譲
 

権 

現 

八
町 

三
畝
拾
九
歩
百
四
拾
四 

東 

矢
橋
東 

三
町
三
反
八
畝
拾
六
歩 

三
拾
三 

土

腐

東
 

六
町
六
反
九
畝
四
歩
百
三
拾
三 

沼 

端 

沼
端 

し
ぶ
か 

さ
ぶ
島 

五
町
春
反
八
畝
廿
六
歩 

百
〇
六 

新 

田 

沼
端 

貳
町
六
反
四
畝
廿
七
歩
百
〇
九 

北

田
 

六
町
八
反
七
畝
拾
六
歩
百
貳
拾
六 

鹿
島
西 

鹿
島
前
鹿
島
う
ら 

貳
町
貳
反
春
畝
廿
四
歩 

六
拾 

土 

持 

な
が
れ 

土
持 

七
反
三
反
春
畝
廿
八
歩 

六
拾
八 

社

下

門

前
 

な
う
り
の
前 

だ
う
ろ
く
神 

拾

春

町

貳

畝

貳

歩 

百
〇
四 

前 

谷 

前
谷 

だ
う
ろ
く
神 

橋
場 

六
町
九
反
貳
畝 

貳
歩
百
八
拾
貳 

神

明

西

西 

三
町 

五
畝
廿
貳
歩
四
拾
九

神 

社

稲
荷
神
社

所
在 

木
崎
村
字
社
下 

坪
数
千
三
百
貳
坪

祭
神
倉
稲
鵁
命

社
格
村
社
明
治
五
年
十
一
月
ヨ
リ
村
社
—列
ス



創
建
年
月
不
詳

祭
日
三
月
廿
ー
ー
日
九
月
十
九
日

氏
子
五
拾
春
戸

末

社

八

坂

神

社

菅

原

神

社

現

任

宮

司

若

ク
ハ
祠
官
ノ
名
祠
官
高
階
奘
祠
掌
南
室
傳

寺 

院

医
王
山
東
光
寺

所
在 

木
崎
村
字
社
下 

坪
数
貳
千
四
百
三
拾
四
坪

宗
派
真

言

宗 

寺
格
本
郡
赤
岩
村
光
恩
寺
末

開
基
人
名
不
詳

開
基
年
月
不
詳

現
住
ノ
姓
名
長
柄
行
将

開
基
人
名
及
年
月
不
詳 

応
永
ー
ー
乙
亥
年
十
ー
ー
月
八
日
僧
源
秀
更-
一
中
興 

ス
其
他
由
緒
ハ
書
記
口
碑
更H

徴
ス
ベ
キ
ナ
シ

道 

路

足
利
道

等
級
里
道
春
等

長 

九
町
貳
拾
九
間 

萱
野
村
境3

リ
来
リ
鍋
谷
村
境-
一
至
ル

幅 

貳
間

形
状 

登
降
更
ー
ー
ナ
ク
屈
曲
七
ケ
所
ア
リ

雑
項 

萱
野
村
境m

リ
来
リ
西
部
ヲ
曲
折
北
通
シ
テ
鍋
谷
村
境
ー
ー
至
ル 

本
道
ハ 

下
野
国
足
利
町
ヨ
リ
中
山
道
二
出
ッ
ル
要
路-7

ン
テ
平
坦
行
路
便
ナ
リ

館
林
道

等
級
里
道
貳
等

長 

拾
三
町
拾
貳
間 

赤
岩
村
境
ヨ
リ
来
リ
野
辺
村
境-
一
至
ル

幅 

貳
間 

卩
こ

形
状 

登
降
更
ニ
ナ
ク
湾
曲
ー
ケ
所
屈
曲
九
ケ
所
ア
リ

雑
項 

赤
岩
村m

リ
来
リ
中
央
ヲ
曲
折
東
北-
一
走
リ
野
辺
村
境-
一
至
ル 

本
道
ハ 

赤
岩
村
ヨ
リ
館
林
町
二
通
ス
ル
別
路
ニ
シ
テ
平
坦
ナ
リ
ト
雖
モ
屈
曲
多
ク
且
冬
季
霜 

融
二
際
シ
泥
俸
ナ
ル
ヲ
以
テ
行
路
不
便
ナ
リ 

故
二
行
人
少
シ

旧
検
地
帳
所
載
ノ
字

延
宝
二
甲
寅
年
三
月
検
地
役
人
御
繩
奉
行
後
藤
角
右
ヱ
門
平
岡
又
兵
衛 

北

田
 

沼
ば
た 

さ
ぶ
島 

な
が
れ 

橋

場
 

矢

橋
 

権

現
 

し
ぶ
か 

東 

土

持
 

だ
う
ろ
く
神
鹿
島
前 

鹿
島
う
ら
た
う
り
の
前
門
前 

前

谷
 

西 

以
上
拾
七
字

旧
検
地
帳
表
書
合
計

表 

上
野
国
邑
楽
郡
館
林
領
木
崎
村
水
帳

書 

案

内

甚

右

衛

門

佐

右

衛

門

喜

左

衛

門

惣

左

衛

門

合
田
畑
屋
敷
合
五
拾
町
春
反
貳
畝
廿
六
歩

計

分

米
 

四
百
三
拾
五
石
四
斗
四
升
七
合

上
野
国
邑
楽
郡
瀬
戸
井
村

沿 

革

建

置

不

詳

名
称 

名
称
ノ
起
因
不
詳 

建
置
以
来
瀬
戸
井
村
卜
称
ス

所
属 

土
古
不
詳 

中
古
ヨ
リ
邑
楽
郡
赤
岩
郷-1

属
シ
佐
貫
荘
二
領
ス 

寛
文
元 

年
ヨ
リ
館
林
領
卜
云
フ 

明
治
元
年
九
月
岩
鼻
県
ノ
管
轄
二
属
ス 

仝
四
年
二
月
館 

林
藩
ノ
管
轄
二
属
シ
仝
年
七
月
館
林
県
ト
ナ
ル 

仝
年
十
一
月
栃
木
県
ノ
管
轄
二
属 

シ
仝
五
年
四
月
第
六
拾
九
区
舞
木
村
御
用
取
扱
所
二
属
シ
仝
六
年
三
月
第
八
大
区
九 

小
区
二
編
シ
御
用
取
扱
所
故
ノ
如
シ 

仝
年
八
月
第
拾
一
大
区
九
小
区
ト
ナ
リ
御
用 

取
扱
所
仝
上 

仝
九
年
四
月
十
日
第
四
大
区
拾
一
小
区-
一
編
シ
区
務
所
ヲ
仝
村
二
置



ク 

仝
年
八
月
九
日
更
一I

群
馬
県
ノ
管
轄
ー
ー
帰
シ
第
廿
三
大
区
七
小
区
二
編
シ
区
務 

所
ヲ
小
泉
村
一 I

置
ク 

仝
十
一
年
十
二
月
邑
楽
郡
役
所
ノ
管
理
ー
ー
属
シ
郡
区
編
制
ノ 

令
一 I

拠
リ
赤
岩
瀬
戸
井
木
崎
鍋
谷
ノ
四
ケ
村
ヲ
連
合
シ
テ
戸
長
役
場
ヲ
赤
岩
村
二
置 

ク 

仝
十
三
年
十
一
月
分
離
独
立
シ
テ
戸
長
役
場
ヲ
本
村
ー
ー
置
ク 

仝
十
七
年
七
月 

一
日
上
五
箇
村
上
中
森
村
萱
野
村
木
崎
村
瀬
戸
井
村
ヲ
連
合
シ
テ
戸
長
役
場
ヲ
上
五 

箇
村-

1

置
ク

管
轄 

古
昔
不
詳 

寛
永
二
年
ヨ
リ
寛
文
元
年
迄
館
林
城
主
榊
原
式
部
大
輔
之
レ 

ヲ
領
ス 

仝
年
ヨ
リ
天
和
二
年
マ
テ
仝
城
主
宰
相
徳
川
綱
吉
之
レ
ヲ
管
ス 

仝
年
ヨ 

(

マ
マ)

リ
元
録
十
一
年
マ
テ
徳
川
氏
ノ
代
官
本
庄
織
部
之
レ
ヲ
支
配
ス 

仝
年
ヨ
リ
文
政
十 

一
年
マ
テ
旗
下
新
見
藤
四
郎
ノ
採
地
ト
ナ
リ
仝
年
ヨ
リ
仝
十
二
年
十
二
月
マ
テ
代
官 

荒
井
清
兵
衛
之
レ
ヲ
支
配
ス 

仝
年
仝
月
ヨ
リ
天
保
四
年
四
月
マ
テ
代
官
山
本
大
膳 

ノ
支
配
ト
ナ
リ
仝
年
仝
月
ヨ
リ
仝
六
年
二
月
迄
代
官
矢
島
藤
蔵
ノ
支
配
ト
ナ
リ
仝
年 

仝
月
ヨ
リ
五
月
マ
テ
代
官
山
本
大
膳
ノ
支
配
ト
ナ
リ
仝
年
仝
月
代
官
羽
倉
外
記
之 

レ
ニ
代
リ
仝
十
一
年
八
月
マ
テ
之
レ
ヲ
支
配
ス 

仝
年
仝
月
ヨ
リ
仝
十
二
年
一
月
マ 

テ
伊
奈
友
之
助
ノ
支
配
ト
ナ
リ
仝
年
仝
月
ヨ
リ
仝
十
三
年
五
月
マ
テ
代
官
森
新
之
助 

之
レ
ヲ
支
配
、ソ
仝
年
仝
月
ヨ
リ
嘉
永
元
年
二
月
迄
代
官
北
條
雄
之
助
之
レ
ヲ
支
配
ス 

仝
年
仝
月
ヨ
リ
安
政
二
年
二
月
マ
テ
代
官
林
部
善
太
左-
ヱ
門
之
レ
ヲ
支
配
ス 

仝
年 

仝
月
ヨ
リ
仝
七
月̂

代
官
設
楽
八
三
郎
代
テ
之
レ
ヲ
支
配
ス 

仝
年
仝
月
ヨ
リ
仝
三 

年
二
月
マ
テ
代
官
小
林
藤
之
助
ノ
支
配
ト
ナ
リ
仝
年
仝
月
ヨ
リ
仝
四
年
十
二
月
迄
代 

官
川
上
金
吾
之
助
之
レ
ヲ
支
配
ス 

全
年
仝
月
ヨ
リ
明
治
元
年
四
月
迄
代
官
増
田
作 

右
ヱ
門 

荒
井
清
兵
衛 

伊
奈
半
左
ヱ
門 

佐
々
井
半
十
郎 

福
田
所
左
ヱ
門 

更
代 

之
レ
ヲ
支
配
ス 

仝
年
九
月
岩
鼻
県
ノ
管
轄
ト
ナ
リ
仝
四
年
二
月
館
林
藩
ノ
管
轄
こ 

属
シ
仝
年
七
月
廃
藩
置
県
館
林
県
ノ
管
轄
ト
ナ
ル 

仝
年
十
一
月
栃
木
県
ノ
管
轄
ー
ー 

属
シ
仝
九
年
八
月
九
日
更
二
群
馬
県
ノ
管
轄
ト
ナ
リ
仝
十
一
年
十
二
月
邑
楽
郡
役
所 

ノ
管
理
二
属
ス

位

置

疆

域

位
置
郡
ノ
西
南
ー
ー
位
ス

東 

上
五
箇
村
卜
道
路
及
ヒ
田
畑
畦
畔
ヲ
以
テ
界
ヲ
ナ
ス

西 

赤
岩
村
卜
田
畑
畦
畔
及
ヒ
悪
水
堀
ヲ
以
テ
界
ス

南 

利
根
川
二
沿
へ
武
蔵
国
北
埼
玉
郡
酒
巻
村
北
河
原
村
卜
本
川
中
央
ヲ
以
テ 

界
シ
西
端
ハ
赤
岩
村
卜
堤
塘
ヲ
以
テ
界
ス

北 

赤
岩
村
及
ヒ
萱
野
村
卜
田
畑
畦
畔
及
ヒ
悪
水
路
ヲ
界
ス

幅 

員

東

西

拾

町

南
北
拾
貳
町
五
間

周
囲
春
里
拾
七
町
五
拾
六
間

面
積
三
拾
四
万
千
百
五
拾
春
坪

地 

味

色 

薄
赤
里

質 

粗
悪
ニ
シ
テ
砂
礫
ヲ
混
ス

適

種

稲

麦

大

豆
 

小

豆

藍

蕎

麦

木

綿

桑

等
-
一
宜
シ

地 

勢

水
脈 

利
根
川
ハ
赤
岩
村
ノ
南
端m

リ
来
リ
本
村
ノ
南
二
沿
ヒ
東
流
シ
テ
上
五
箇 

村
ノ
南
端
二
入
ル 

舟
楫
ノ
利
ア
リ 

又
休
伯
堀
ハ
赤
岩
村
ヨ
リ
来
リ
中
央
ヲ
東
流 

シ
テ
上
五
箇
村
二
入
ル
則
本
村
ノ
用
水
ナ
リ

東
部 

田
畑
相
連
リ
民
家
更
ニ
ナ
シ

西
部 

田
圃
平
林
接
続
シ
民
家
散
在
セ
リ

南
部 

田
圃
連
亘
シ
堤
塘
其
中
央
ヲ
貫
キ
民
家
幷
列
ス

北
部 

田
畑
相
連
リ
民
家
更
ニ
ナ
シ

全
地
形
勢 

地
形
幾
ン
ト
弧
三
角
ヲ
為
シ
全
村
平
坦1

1

シ
テ
南
境-
一
利
根
川
ヲ
帯 

ヒ
洪
雨
激
漲
ノ
時
決
堤
ノ
憂
ア
リ 

本
川
ノ
堤
塘
東
西
ー
ニ
旦
リ
且
休
伯
堀
中
央
ヲ
東 

流
シ
則
本
村
ノ
用
水
ナ
リ 

然
レ
ト
モ
水
量
浅
ク
シ
テ
夏
候
灌
ノ
欠
乏
ヲ
告
ケ
ザ
ル



殆
ン
ト
稀
ナ
リ

字 

地

反 

別 

筆

数
 

前
耕
地 

六
町
六
反
八
畝
三
歩 

百
拾
八 

中
耕
地
拾
春
町
五
反
六
畝
廿
七
歩 

百
五
拾
四 

新 

田 

拾
三
町
四
反
四
畝 

貳
歩 

貳
百
九 

春
丁
畑 

三
町
貳
反
春
畝
廿
五
歩 

七
拾
五 

新
田
裏 

貳
町
七
反 

廿
九
歩 

五
拾
三 

館
海
道 

七
町
四
反
六
畝
廿
歩 

百
四
拾
八 

野

中
 

七
町
八
反
八
畝
歩 

百
九
拾
八 

永

田
 

六
町 

貳
畝
廿
五
歩 

百
拾
四 

四
ッ
入 

六
町
七
反
五
畝
拾
歩 

百
七
拾 

中

田
 

春

町

«

畝
廿
九
歩 

貳
拾
三 

鎌

田
 

貳
町
三
反 

拾
八
歩 

四
拾
三 

二
丁
免 

七
町
春
反
七
畝 

貳
歩 

百
五
拾
四 

宮 

下 

九
町
五
反
八
畝 

九
歩 

百
八
拾
五 

宮

前
 

貳
町
三
反
六
畝
拾
六
歩 

三
拾
三 

堤

外
 

五
町
三
反
六
畝
廿
三
歩 

八
拾
三

神 

社

長
良
神
社

所
在 

瀬
戸
井
村
字
宮
下 

坪
数
三
千
八
百
六
拾
六
坪 

祭
神
藤
原
長
良
公

社
格 

郷
社 

明
治
五
年
十
一
月
ヨ
リ
郷
社
二
列
ス

創
建
年
月
貞
観
十
一
年
三
月
十
八
日

祭
日
三
月
十
八
日
九
月
九
日

氏
子
千
貳
百
六
拾
六
戸

末

社
厳
島
社 

須
賀
社 

春

日

社

稲

荷

社

神

明

宮

愛

宕

鼉

三

柱

社 

八
坂
社

現
任
宮
司
若
ク
ハ
祠
官
ノ
名
祠
官
高
楷
奘
祠
掌
南
室
傳

雑 

藤
原
長
良
公
ハ
東
平
治
ノ
為
メ
下
向
ア
リ 

衆
庶
ヲ
恵
ミ
仁
恵
ヲ
施
シ
任 

満
チ
テ
後
薨
ス 

後
貞
観
十
一
年
三
月
十
八
日
大
和
国
春
日
神
社
ノ
末
社
—列
祀
ス 

時

—
上
野
ノ
住
人
赤
井
良
遠
本
国―

勧
請
セ
ン
ノ
志
ア
リ 

其
旨
ヲ
奏
聞
シ
ケ
ル 

―

數
感
浅
ラ
ス 

則
邑
楽
郡
瀬
戸
井
村
—宮
殿
造
営
ヲ
勅
許
シ
タ
マ
フ 

因
テ
仝
年 

九
月
九
日
遷
宮
ノ
式
ヲ
行
ヒ
爾
来
佐
貫
庄
ノ
人
民
一
向―

信
仰
シ
テ
宮
附
十
ー 

ー
ケ
村 

ノ
総
鎮
守
ト
ス 

其
後
文
明
年
間
ヨ
リ
分
社
ス
ル
モ
ノ
頗
ル
多
ク
邑
楽
郡
ノ
本
宮
卜 

称
ス 

明
治
五
年
十
一
月―

至
リ
郷
社―

列
セ
ラ
ル 

又
一
説
—長
良
神
社
ハ
上
野 

国
神
名
帳
—正
一
位
長
柄
神
社
ア
リ 

長
柄
ヲ
長
良
卜
謬
レ
ル
カ
ト
云
フ 

両
説
共 

―

記
載
シ
テ
後
考
—備
フ 

已
上
ハ
明
治
十
ー 

ー
年
十
月
ノ
調
査―

係
ル
社
寺
明
細
帳 

二
掲
載
ノ
儘
ヲ
記
ス

寺 

院

怛
落
山
宝
生
寺

所
在 

瀬
戸
井
村
字
中
耕
地 

坪
数
千
四
百
拾
五
坪

宗

派
真
言
宗 

寺
格
当
郡
赤
岩
村
光
恩
寺
末

開
基
人
名
不
詳

開
基
年
月
不
詳

現
住
ノ
姓
名
長
柄
行
将

雑 

本

寺
ハ(

建
築
年
月
不
明)

本
堂 

庫
裡
及
薬
師
堂
等
ア
リ
テ
相
応
ノ
造
営 

ナ
リ
シ
ガ
明
治
廿
年
五
月
十
八
日
祝
融―

罹
リ
薬
師
堂
ヲ
余
ス
ノ
外
皆
蕩
烬
ス
而
シ 

テ
目
下
檀
徒
金
ヲ
醵
シ
テ
再
建
ヲ
図
ル
ノ
際
ナ
リ

道 

路

足
利
道

等
級
里
道
春
等



長 

春
町
四
拾
五
間
三
尺 

上
五
箇
村
境
ヨ
リ
来
リ
萱
野
村
境
二
至
ル 

幅 

貳
間

形
状
登
降
ナ
ク
屈
曲
ー
ヶ
所
ア
リ

雑
項 

上
五
箇
村
境
ヨ
リ
来
リ
本
村
ノ
東
北
隅
ヲ
北
通
シ
テ
萱
野
村-.

至
ル 

本 

道
ハ
下
野
国
足
利
町
ヨ
リ
中
山
道-
一
出
ツ
ル
要
路
ニ
シ
テ
車
馬
ノ
行
通
二
便
ナ
リ 

中
道

等

級

里

道

貳

等

長 

拾
三
町
拾
間
四
尺
赤
岩
村
境
ヨ
リ
来
リ
上
五
箇
村
境-
一
至
ル 

幅 

貳
間

形
状
昇
降
ナ
ク
屈
曲
五
ヶ
所
ア
リ

雑
項 

赤
岩
村
境
ヨ
リ
来
リ
村
ノ
南
部
ヲ
屈
曲
東
通
シ
上
五
箇
村
境
ー
ー
至
ル 

本 

道
ハ
赤
岩
村
ヨ
リ
川
俣
村-
一
通
ス
ル
別
路
ニ
シ
テ
行
通
稍
便
ナ
リ

堤 

塘

利
根
川
堤

長 

拾
春
町
四
拾
貳
間
三
尺 

赤
岩
村
境
ヨ
リ
来
リ
上
五
箇
村
境-
一
至
ル 

高

貳

間

四

尺

五

寸

幅
馬
踏
三
間
三
尺
ヨ
リ
五
間
迄 

敷

拾

五

間

三

尺

雑
項 

赤
岩
村
境
ヨ
リ
来
リ
本
村
ノ
南
部
ヲ
貫
キ
上
五
箇
村
ー
ー
至
ル 

本
堤
ハ
徳 

川
家
康
関
東
八
州
ヲ
管
ス
ル
ニ
方
リ
本
川
ノ
汎
濫
ヲ
防
ク
為
メ
文
禄
四
年
其
臣
奉
行 

荒
瀬
彦
兵
衛 

石
川
佐
次
右
衛
門
二
氏
二
命
シ
テ
建
築
セ
シ
ム
ル
所
ナ
リ 

西
ハ
古 

戸
村
二
起
リ
東
ハ
下
五
箇
村
二
至
ル
延
長
一
万
八
千
三
百
貳
拾
九
間-
二
旦
ル 

之
レ 

ヲ
本
堤
ノ
創
建
ト
ス 

後
買
文
年
間
徳
川
綱
吉
館
林
二
城
主
タ
ル
時
大
ニ
カ
ヲ
水
防 

二
尽
シ
堤
防
組
合
ヲ
設
ヶ
テ
防
禦
二
供
フ 

然
レ
ト
モ
徳
川
氏
治
世
ノ
時
ハ
高
幅
制 

限
ア
リ
テ
人
民
ノ
自
由
二
増
築
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
ス 

是
ヲ
以
本
川
暴
漲
ノ
際
潰
決 

ノ
憂
ア
リ 

然
ル
ー
ー
維
新
以
来
官
大
ニ
カ
ヲ
水
防
ー
ー
用
ヰ
ラ
レ
年
々
地
方
税
ヲ
支
出 

シ
テ
増
築
セ
ラ
ル
故
二
現
今
ハ
頗
ル
堅
牢
ト
ナ
ル

古 

跡

瀬
戸
井
五
郎
廣
明
居
趾

所
在 

瀬

戸

井

村(

字
及
ヒ
居
趾
不
詳)

現
状 

前
記
ノ
如
ク
ナ
ル
ヲ
以
テ
現
状
モ
亦
記
ス
ル
ー
ー
由
ナ
シ
ト
雖
モ
蓋
シ
田
圃 

ナ
ル
へ
シ

雑
項 

抑
本
氏
ハ
人
皇
八
拾
五
代
順
徳
帝
御
宇
ノ
人
ニ
シ
テ
藤
原
秀
郷
ノ
後
裔 

本
郡
古
海
ノ
住
人
古
海
太
郎
廣
綱
ノ
男
廣
宗
ノ
弟
瀬
戸
井
五
郎
廣
明
ー
ー
テ
本
村
ー
ー
居 

住
シ
ー
方
士
ナ
リ
シ
ヵ
承
久
ノ
乱
ー
ー
戦
死
ス
ト
里
人
ノ
ロ
碑
ー
ー
傳
フ 

又
応
仁
武
鑑 

其
他
ノ
書-
ー
モ
載
セ
テ
瀬
戸
井
五
郎
ノ
コ
ト
ア
リ 

因
テ
考
フ
ル
ー
ー
仝
氏
ノ
本
村
ー
ー 

居
住
セ
ル
コ
ト
ハ
正
二
疑
ヒ
ナ
キ
モ
ノ
ト
惜
哉
其
古
趾
今
索
ム
ル
ー
ー
術
ナ
シ 

仝
氏 

歿
シ
テ
茲
二
六
百
年
余 

蓋
シ
世
変
ヲ
経
テ
居
趾
田
圃
ト
ナ
リ
古
書
記
ハ
悉
ク
竄
滅 

二
帰
シ
タ
ル
故
ナ
ル
ベ
シ

変

異

記

事

堤
塘
潰
決

安
政
六
未
年
七
月
廿
四
日
ヨ
リ
廿
五
日
二
亘
リ
暴
風
降
雨
利
根
川
洪
水
堤
塘
二
溢 

ルk

三
四
尺 

為
メ
ニ
組
合
村
々
ヨ
リ
出
ツ
ル
処
ノ
人
夫
茲
ー
ー
群
集
ス
ト
雖
モ
防
禦 

其
術
ナ
ク
遂
二
本
村
西
南
ノ
堤
塘
延
長
百
五
拾
六
間
潰
決
ス 

其
深
九
尺
余
下
流
浸 

水
数
拾
村
二
及
ヒ
宛
然
江
海
ノ
如
シ 

決
ロ
ノ
横
流
激
走
衝
流
ノ
家
屋
流
失
シ
人
民 

溺
死
ス 

而
シ
テ
禽
獣
ノ
流
亡
ス
ル
モ
ノ
亦
尠
ヵ
ラ
ス 

老
幼
号
泣
シ
其
声
水
声
二 

響
応
シ
其
惨
状
実
二
言
フ
ニ
忍
ビ
ス 

殊
ー
ー
本
村
ハ
全
ク
砂
磧
ト
ナ
リ
決
ロ 

-
1

数
反 

歩
ノ
池
ヲ
成
ス 

是

|
|

因
テ
村
吏
此
状
ヲ
官
二
上
申
ス 

是
二
至
テ
政
府
勘
定
方
林 

又
七
郎
ヲ
派
遣
ス 

仝
氏
則
普
社
旁
加
納
鉄
三
郎 

桜
井
規
矩
郎 

武
沢
楠
之
助
三 

氏
ヲ
従
ヒ
該
所
ー
ー
臨
ミ
水
防
組
合
各
村
吏
員
二
命
シ
テ
人
夫
ヲ
徴
集
シ
之
レ
ヲ
統
督 

シ
テ
以
テ
仝
月
廿
七
日
急
水
留
二
取
掛
リ
大
二
尽
カ
ス
ト
雖
モ
決
ロ
激
流
ニ
シ
テ
土 

功
流
失
セ
ル
コ
ト
三
四
回 

九
月
十
五
日
ー
ー
及
ン
テ
漸
ク
其
効
ヲ
奏
ス 

尋
テ
十
月 

一
日
ヲ
以
テ
本
土
功
ー
ー
着
手
シ
越
テ
萬
延
元
年
三
月
廿
五
日
至
テ
完
ク
竣
功
セ
リ 

此
前
後
ノ
経
費
ハ
悉
ク
官
金
ヲ
以
テ
支
弁
セ
ラ
ル 

又
本
村
吏
員
ハ
本
村
罹
害
ノ
人



民
救
助
ノ
コ
ト
ヲ
岩
鼻
郡
代
役
所
ー
ー
請
願
ス 

是
二
依
テ
代
官
荒
井
清
兵
衛
氏
ヨ
リ 

小
屋
掛
料
及
夫
食
等
ノ
手
当
金
ヲ
給
與
セ
ラ
ル 

依
テ
村
吏
ヨ
リ
罹
災
者
へ
割
與
ス 

是
レ
ヲ
纔
カ
ニ
餽
渴
ヲ
免
ル 

>
1

卜
云
フ 

本
村
ノ
茫
漠
タ
ル
砂
原
ハ
如
何
ト
モ
ス
ル 

コ
ト
能
ハ
サ
ル
有
様
ナ
リ
シ
ガ
爾
来
人
民
奮
フ
テ
開
墾
田
圃
ト
ナ
シ
数
年
ニ
シ
テ
之 

レ
ヲ
尽
ス
池
ハ
漸
次
埋
メ
テ
水
田
ト
ナ
シ
又
堤
外
決
口
跡
ノ
深
流
ナ
リ
シ
ハ
年
ヲ 

経
ル
ニ
及
ン
テ
附
洲
シ
テ
平
原
ト
ナ
ル
故
二
開
懇
シ
テ
畑
ト
ナ
ス
今
日
二
至
テ 

ハ
堤
外
ハ
皆
桑
圃
ト
ナ
リ
決
所
堤
北
ー
ー
小
池
ヲ
存
シ
内
地
一I

ハ
砂
石
ヲ
集
タ
ル
小
塚 

ー
ー
三
ア
ル
ノ
ミ 

又
堤
内
各
渠
ハ
悉
ク
砂
石
押
入
シ
テ
田
面
卜
平
行
ス 

依
テ
官
費 

ヲ
以
テ
浚
谍
セ
ラ
レ
翌
年
三
月
ー
ー
至
テ
竣
功
シ
今
日
二
至
テ
ハ
聊
用
悪
水
流
通
ー
ー
妨 

害
ナ
シ

以
上
ハ
当
時
関
係
村
吏
ノ
私
記
二
係
ル
書
類
ー
ー
徴
シ
テ
書
ス 

而
シ
テ
詳
明
ノ
項 

目
ハ
則
左
二
記
載
ス
ル
如
シ

一
 

破
堤
延
長
百
五
拾
六
間 

深
九
尺
余

一
 

流
失
家
屋 

母
家
拾
五
棟 

添
家
廿
春
棟
合
三
拾
六
棟

一
 

砂
入
村 

本
村
全
体 

高
三
尺
位

一
 

溺

死

貳

人

禽

獣

ノ

数

不

詳

一
 

岩
鼻
御
役
所
ヨ
リ
救
助 

急
夫
食
春
人
二
付 

永
五
百
文 

再
夫
食
一
人
二 

付

永

五

百

文

一

小
屋
掛
ケ
料
一
戸
二
付
金
三
分

一
 

築

堤

長

百

五

拾

六

間

高

三

間

春

尺

幅

馬

踏

貳

間

敷

拾

奉

間

三

尺,

一
 

人
足
合
計
四
萬
四
千
百
拾
四
人
五
分

一
 

普
請
金
合
計
九
百
拾
九
両
春
分
卜
永
三
百
三
拾
九
文
六
分

一
 

本
村
内
郷
堀
々
皆
砂
入
浚
谍
普
請

一
 

人
足
六
千
七
百
貳
拾
人
貳
分

一
 

金
永
三
百
貳
拾
九
貫
九
百
七
拾
四
文
春
分

一
 

普
請
御
掛

勘

定

方

林

又

七

郎

普
請
方 

加
納
鉄
三
郎 

武
沢
楠
之
助 

桜
井
規
矩
郎

普
請
組
合
村

古
戸
村 

仙
石
村 

古
海
村 

舞
木
村 

赤
岩
村 

瀬
戸
井
村 

上
五
箇
村 

上
中
森
村 

下
中
森
村 

大
輪
村 

大
輪
沼
新
田
須
賀
村 

川
俣
村 

梅
原
村 

江
口
村 

千

津

井

村

斗

合

田

村

飯

野

村 

大
高
島
村 

下
五
箇
村 

岩
田
村 

赤
生
田
村 

松
原
村 

谷
越
村 

新
宿
村 

小

桑

原

村

青

柳

村 

堀
エ
村 

江
黒
村 

南
大
島
村 

新
里
村 

中
谷
村 

大

佐

貫

村

矢

島

村 

近
藤
村 

下
三
林
村 

上
三
林
村 

入
ヶ
谷
村 

赤
堀
村 

野
辺
村 

萱
野
村 

木
崎
村 

鍋
谷
村 

田
島
村 

以
上
四
拾
四
ヶ
村

双
児
生
産

安
政
ー
ー
年
八
月
十
五
日
平
民
南
室
房
吉
妻
ま
さ
双
児
ヲ
産
ム 

長
男
ヲ
伊
之
吉
卜 

称
シ
仝
郡
上
三
林
村
川
島
伊
三
次
方
へ®

養

子

-
I

入
籍
シ
ー 

ー
男
鹿
造
家
ヲ
嗣
キ
ー 

ー
子 

供
今
二
生
存
ス
。



大

洪

水

の

記

前 

記

洪
水
中
に
於
け
る
実
況
を
自
己
の
記
憶
に
備
へ
、
又
、
当
時
の
惨
状
を
子
孫
に
伝 

ふ
る
為
め
、
勿
論
、
混
雑
の
中
に
、
筆
を
呵
し
て
書
き
連
ね
た
〇
文
、
意
に
副
は
ず 

と
雖
も
、

一
百
年
来
稀
観
の
大
天
災
の
一
斑
を
窺
う
に
足
ら
う
。

明
治
四
十
三
年
庚
戍
八
月 

雪
蘆
漁
客
識

大

洪

水

の

記

明
治
四
十
三
年
庚
戍
八
月
、
月
の
初
め
ょ
り
連
日
の
雨
で
、
八
日
、
九
日
の
如
き 

は
終
日
終
夜
、
丑
寅
の
風
で
煽
ら
れ
て
降
り
通
し
た
。

八
月
十
日
に
な
っ
て
も
尚
歇 

ま
な
い
。
河
も
堀
も
池
も
時
々
刻
々
、
水
量
を
累
加
し
て
刀
根
は
忽
ち
十
五
尺
と
な 

り
、
十
六
尺
と
な
り
、
亭
午
に
は
十
七
尺
を
算
し
た
。
警
鐘
は
乱
打
せ
ら
れ
て
、
凶 

悪
の
響
を
伝
へ
る
。
簑
と
笠
に
身
を
固
め
た
水
防
夫
は
、
次
第
次
第
に
堤
上
に
と
走 

せ
集
ま
る
。

内
郷
へ
往
っ
て
北
を
見
る
と
陸
稲
や
桑
や
芋
が
僅
か
に
頭
を
水
面
に
露
は
し
て
、
 

菁
蘋
の
漂
ふ
が
如
く
、
刀
堤
へ
上
っ
て
南
を
望
む
と
味
噌
汁
の
如
う
な
濁
流
が
滾

 々

と
渦
き
、
流
れ
て
武
蔵
の
方
遠
く
森
や
林
を
隈
と
し
て
際
涯
な
く
大
湖
の
観
を
な
し 

て
ゐ
る
。
乾
坤
正
に
水
の
領
で
あ
る
。
風
伯
、
雨
師
は
、
益
々
兇
暴
を
遑
ふ
し
て
吹 

き
荒
さ
み
、
降
り
頻
き
る
。

家
の
表
長
屋
と
土
蔵
の
庇
下
は
水
防
夫
の
臨
時
詰
所
に
充
て
ら
れ
た
。

水
量
は
益
々
殖
へ
る
。

旋
て
集
ま
っ
た
水
防
夫
の
大
部
分
は
指
揮
者
の
命
に
依
っ
て
、
各
自
に
持
ち
寄
せ 

た
空
俵
を
荷
車
に
満
載
し
て
、
古
海
村
東
部
の
浸
入
を
防
禦
す
べ
く
出
動
し
た
。 

斯
く
て
谙
澹
た
る
光
景
の
中
に
自
分
の
終
世
忘
る
る
事
の
で
き
な
い
廣
掺
な
る
一

夜
を
迎
へ
た
の
で
あ
る
。
夜
に
入
る
と
不
穏
な
る
蜚
語
は
人
か
ら
人
へ
と
伝
へ
ら
れ 

る
。
「幡
の
宮
が
危
険
だ
。
」
「
お
庚
申
が
切
れ
そ
う
だ
。
」
「古
海
は
水
が
越
し
て
る
だ 

ろ
う
。
」
「
何
々
。
」
「
何
々
。
」
と
紛
々
と
し
て
捕
捉
す
る
所
が
な
い
。

午
後
七
時
。
曩
に
古
海
村
へ
派
遣
さ
れ
た
水
防
夫
の
一
隊
は
ズ
ブ
濡
れ
に
な
っ
て 

帰
っ
て
き
た
。
そ
う
し
て
防
禦
の
努
力
が
徒
労
に
期
し
た
事
は
其
の
指
揮
者
に
ょ
っ 

て
報
告
せ
ら
れ
た
。
想
ふ
に
滔
天
の
勢
を
以
て
奔
入
す
る
水
力
は
之
を
防
止
す
る
に 

数
十
の
人
夫
の
力
は
余
り
に
微
弱
で
あ
っ
た
。

数
多
の
水
防
夫
は
ニ
ヶ
所
の
焚
火
を
囲
ん
で
罵
り
騒
ぐ
ば
か
り
、
指
揮
者
の
頭
に 

も
水
防
に
つ
い
て
の
成
算
が
な
い
ら
し
い
。
尤
も
斯
る
際
に
は
何
人
が
指
揮
者
の
位 

置
に
立
っ
て
も
十
全
の
手
段
は
尽
せ
な
い
。

況
し
て
本
村
の
如
き
は
平
時
水
防
に
対 

す
る
設
備
が
全
く
欠
け
て
ゐ
て
、
事
変
に
直
面
し
て
水
防
材
料
を
集
め
る
や
う
な
訳 

で
あ
る
か
ら
、
到
府
危
急
に
応
ず
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
水
防
指
揮
者
た
る
も 

亦
至
難
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ff
分
は
水
火
防
に
つ
い
て
公
職
は
持
っ
て
ゐ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
ん
な
事
を
言
っ 

て
ゐ
る
場
合
で
な
い
。
全
村
挙
っ
て
水
防
夫
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
秋
だ
。
即
ち_

 

を
し
て
詰
所
に
行
っ
て
「斯
う
し
て
ゐ
て
は
仕
方
が
無
い
で
せ
う
。
什
麼
で
す
。
是 

か
ら
交
代
に
堤
上
を
警
戒
し
て
危
険
の
場
所
を
見
出
し
た
場
合
は
全
力
を
注
い
で
防 

禦
し
ま
せ
う
。
」
と
激
励
し
た
ら
、

一
斉
に
同
意
を
表
し
た
。
「
そ
う
一
概
に
行
か
な 

い
で
も
半
数
位
で
い
い
で
せ
う
。
」
と
約
半
数
の
水
防
夫
と
出
発
せ
ん
と
し
て
、
「危 

険
な
場
所
を
見
出
し
た
時
は
此
処
へ
急
便
を
飛
ば
す
、
即
ち
全
員
が
出
動
す
る
の
は 

勿
論
で
あ
る
が
、
水
防
夫
全
隊
で
喰
ひ
止
ま
ら
ぬ
場
合
は
ど
う
し
ま
せ
う
か
。
」
と 

諮
っ
た
。
す
る
と
喧
々
囂
々
。
暫
ら
く
決
し
な
い
。
結
局
土
堤
を
水
が
越
す
や
う
に 

な
っ
て
は
例
令
舞
木
村
全
部
の
人
が
出
動
し
て
も
、
永
楽
村
惣
体
の
者
が
出
動
し
て 

も
到
底
防
禦
は
可
能
な
い
。
人
力
を
以
て
防
止
す
る
事
が
可
能
る
程
度
な
れ
ば
必
死 

に
防
禦
し
堤
上
を
水
が
平
押
に
越
す
如
う
に
な
れ
ば
、
不
可
抗
力
と
し
て
各
自
避
難 

の
用
意
を
す
る
外
は
な
い
と
云
ふ
事
に
な
っ
た
。

旋
て
自
分
は
雨
外
套
に
提
灯
を
持
っ
て
出
発
し
た
。
雨
は
横
さ
ま
に
外
套
を
撲
っ 

て
ば
ら
ば
ら
と
音
が
す
る
。
堤
へ
上
る
と
河
水
は
も
う
土
堤
か
ら
汎
濫
す
る
許
り
、



上
新
田
に
至
る
頃
、
振
回
い
て
見
る
と
後
に
続
く
も
の
が
六•

七
人
。I

他
の
者
は
ど 

う
し
た
ら
う
。
」
と
聞
く
と
、
「
皆
ん
な
行
く
振
り
を
し
て
出
た
が
、
漸
々
途
中
で
消 

え
て
了
っ
た
。
」
と
云
ふ
。
噫
、
何
と
云
ふ
無
責
任
極
ま
る
水
防
夫
で
あ
ら
う
。
今
己 

れ
が
郷
土
の
危
急
を
目
前
に
見
て
而
も
水
防
夫
た
る
重
き
責
任
を
負
ふ
て
ゐ
な
が
ら 

途
中
で
逃
げ
て
了
と
は
、
如
何
に
御
役
と
は
云
ひ
、
無
責
任
極
ま
る
連
中
だ
と
つ
く 

づ
く
惘
れ
て
了
っ
た
。
お
庚
甲
の
堤
へ
出
る
と
風
は
一
層
強
烈
に
吹
当
て
る
。
自
分 

は
忽
ち
提
灯
を
吹
き
消
さ
れ
た
。
後
の
ニ
ッ
の
提
灯
も
相
次
で
消
さ
れ
了
っ
た
。
天 

は
暗
く
墨
を
流
し
た
如
う
。
殊
に
猛
烈
な
風
雨
の
中
だ
か
ら
、

一
行
の
困
難
は
一
通 

り
で
な
い
。
南
も
北
も
一
面
の
水
で
土
堤
ば
か
り
大
蛇
の
背
の
如
う
に
蜒
蜿
と
し
て 

長
く
東
西
に
横
は
っ
て
ゐ
る
。
刀
根
の
川
面
は
灰
白
く̂

と
し
て
ゐ
る
。
此
時
、
自 

分
に
続
い
て
来
た
者
は
僅
か
に
四
人
。
責
任
を
重
ん
じ
職
務
に
忠
な
る
勇
士
は
大
谷 

正
作
、
荒
井
仙
蔵
、
大
谷
駒
太
郎
、
黒
田
雄
吉
郎
の
四
君
で
あ
っ
た
。
記
し
て
永
く 

其
を
伝
へ
る
。

だ
ん
だ
ん
西
へ
進
む
と
遙
か
に
中
島
の
方
か
ら
ニ
ッ
の
提
灯
が
此
方
を
指
し
て
来 

る
。
明
搣
、
又
明
搣
、
恰
か
も
巨
螢
の
流
るX

や
う
。
互
に
向
進
す
る
か
ら
一
歩
一 

歩
接
近
す
る
。
旋
て
摺
り
違
う
と
し
た
時
先
方
か
ら
声
を
か
け
た
。
「
森
田
さ
ん
で
す 

か
。
」
と
、
「
い
え
。
」
と
自
分
は
答
へ
た
。
そ
う
し
て
先
方
の
声
の
主
は
中
島
の
高
尾 

斧
三
郎
君
で
あ
る
事
を
直
覚
し
た
。
高

尾

君

は

「今
、
幡
の
宮
、

八
幡
社
の
西
の
土 

手
が
危
険
だ
か
ら
本
村
へ
応
援
を
頼
み
に
行
く
処
で
す
。
ど
う
ぞ
十
人
許
り
至
急
派 

出
し
て
下
さ
い
。
」
と
。
「
よ
ろ
し
い
。
承
知
し
ま
し
た
。
」
と
則
時
黒
田
雄
吉
郎
君
を 

引
返
し
て
直
ぐ
廿
人
許
り
八
幡
様
の
社
へ
来
る
や
う
に
と
言
伝
て
し
た
。

高
尾
君
は
元
来
た
道
を
中
島
の
方
へ
帰
っ
て
ゆ
く
。_

分
等
は
無
提
灯
だ
か
ら
、
 

中
島
か
ら
来
た
一
人
に
八
幡
社
へ
案
内
を
頼
ん
だ
。
其
の
人
が
前
に
立
っ
て
ゆ
く
。
 

見
る
と
梅
さ
ん
の
や
う
だ
。
「
何
ん
だ
、
梅
さ
ん
か
。
」
と
云
ふ
と
、
「
へ
え
、

へ 

ヘ 

へ 

へ
…
…
。
」
と
例
に
依
っ
て
不
得
要
領
の
挨
拶
。
果
し
て
元
雇
人
田
代
梅
吉
君
で
あ
っ 

た
。旋

て
八
幡
社
へ
行
く
と
一
人
の
番
人=

高
尾
喜
代
三
郎
君
が
ゐ
る
。
他
の
中
島
の 

人
達
は
と
聞
く
と
、
休
泊
堀
の
方
を
防
禦
し
て
ゐ
る
と
云
ふ
。
其
の
内
に
小
林
徳
太
郎

君
と
田
村
紋
蔵
君
が
や
っ
て
来
た
。
自
分
等
は
消
さ
れ
た
提
灯
に
八
幡
社
の
拝
殿
で 

灯
を
点
け
た
。
「
兎
に
角
、、
危
険.
の
場
所
を
実
査
し
や
う
で
は
な
い
か
。
」
と
一
同
で 

堤
へ 
上
る
と
淙
々
と
し
て
滝
の
如
う
な
音
が
自
分
の
官
能
に
悽
ま
し
く
響
い
た
。
「
あ 

れ
一
。
」
と
一
同
は
言
合
は
せ
た
如
う
な
叫
ひ
だ
。
堤
防
を
越
す
水
音
が
古
海
か
ら
浸 

入
し
て
来
る
。
水
勢
が
判
然
し
な
い
。
其
内
漸
々
提
灯
を
消
さ
れ
て
、
黒
、
暗
黒̂

^

。 

夜
天
は
漆
ょ
り
黒
く
、
咫
尺
を
も
弁
じ
得
な
い
。

一
同
は
探
り
足
し
て
進
む
、
自
分 

は
一
番
先g

、

進
む
に
従
っ
て
音
が
激
し
い
。
「
土
手
を
越
す
水
音
だ
、
危
ふ
な
い
危 

ふ
な
い
帰
ら
う
。
斯
う
な
っ
て
は
到
底
防
げ
な
い
。
引
上
げ
や
う
。
」
と
叫
ん
だ
の
は 

小
林
君
で
あ
っ
た
。
然
し
自
分
は
そ
の
音
の
す
る
場
所
が
見
度
い
。
戦
々
恂
々
と
し 

て
、
一
歩
、
二
歩
、
三
歩
運
ん
だ
時
、
其
時
、
「
危
ぶ
な
い
危
ぶ
な
い
。
帰
り
ま
せ
う
。
」 

と_

分
の
直
ぐ
後
に
ゐ
た
大
谷
正
作
君
が
注
意
す
る
。
自
分
も
も
う
此
上
は
危
険
と 

知
っ
て
進
む
勇
気
は
な
い
。
則
ち
一
同
と
共
に
瞳
を
回
し
た
。

何
ぞ
知
ら
ん
、
其
の
滝
の
如
き
響
き
は
土
堤
を
越
す
水
音
に
も
あ
ら
ず
、
又
古
海 

ょ
り
押
寄
せ
る
水
勢
に
も
あ
ら
ず
し
て
、
其
時
既
に
已
に
七•

八
十
間
破
堤
し
て
、
 

二
十
尺
の
河
水
逆
ま
に
堤
内
に
奔
下
し
つ
つ
あ
り
し
な
ら
ん
と
は
。
自
分
は
当
時
尚 

数
十
歩
進
ん
だ
な
ら
ば
、
不
測
の
難
に
逢
ふ
こ
と
必
然
で
あ
っ
た
。
危
険/

危
険
//: 

自
分
は
今
思
ひ
出
し
て
も
慄
然
と
し
て
肌
に
粟
を
生
す
る
の
で
あ
る
。

八
幡
社
の
前
の
堤
上
で
、
小

林•

田
村
の
二
君
に
別
れ
た
。
然
し
自
分
は
其
時
尚 

土
堤
を
越
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。
古
海
か
ら
押
寄
せ
て
来
る
水
音
だ
と
信
じ
て
ゐ 

た
か
ら
、
八
幡
社
へ
寄
っ
て
提
灯
に
灯
を
点
け
や
う
と
し
た
ら
、
「
早
く
帰
り
ま
せ 

う
。
」
と
大
谷
君
が
頻
り
に
急
ぐ
の
で
其
の
ま
ま
堤
上
を
帰
途
に
就
い
た
。
豪
雨
は
篠 

を
衝
く
や
うQ

小
林
君
は
大
急
ぎ
で
帰
ら
う
と
し
た
ら
、
も
う
水
が
胸
の
深
さ
と
な
っ
て
、
押
流 

さ
れ
押
流
さ
れ
漸
く
家
に
辿
り
つ
き
、
田
村
君
も
桑
の
木
へ
つ
か
ま
っ
て
は
進
み
、
 

辛
う
し
て
家
へ
帰
っ
た
と
、
翌
日
小
林
君
が
話
さ
れ
た
。
自
分
等
が
若
し
提
灯
を
点 

け
に.
八
幡
社
へ
寄
っ
て
愚
図
愚
図
し
て
ゐ
れ
ば
、
ど
ん
な
酷
い
目
に
逢
っ
た
か
も
知 

れ
な
か
っ
た
。
思
へ
ば
僥
倖
か
、
夫
祐
か
。

詰
所
へ
帰
っ
た
の
が
午
後
九
時
過
ぎ
で
あ
っ
た
ら
う
。
白

分

は

「幡
の
宮
は
も
う



防
げ
な
い
。
中
島
と
の
連
絡
も
付
か
な
い
。
是
か
ら
各
自
家
の
仕
末
や
萬
一
の
寧
備 

を
す
る
が
肝
要
だ
。
中
島
の
人
と
も
其
の
、事
を
協
賺
し
て
引
上
げ
て
来
た
。
」
と
報
告 

し
た
。
数
十
の
人
夫
は
一
斉
に
狼
狽
し
て
中
に
は
無
断
で
走
せ
帰
っ
た
水
防
夫
も
数 

多
あ
っ
た
。
先
是
、
曩
に
使
を
以
て
急
派
を
求
め
た
応
援
隊
が
疾
く
に
来
る
筈
で
あ 

る
に
、
ど
う
し
た
の
で
あ
ら
う
？
不
審
を
抱
い
て
詰
所
へ
帰
っ
て
見
る
と
便
を
受
け 

た
ま
ま
に
応
ず
る
手
配
も
し
な
い
の
で
あ
っ
た
。
詰
所
に
は
指
揮
者
が
一
人
も
ゐ
な 

い
。
噫
、
何
と
云
ふ
無
責
任
の
事
で
あ
ら
う
。
斯
麼
事
で
は
止
ま
る
水
も
止
り
や
し 

な
い
。
指
揮
者
の
無
為
に
は
呆
れ
る
で
は
な
い
か
。
尤
も
指
揮
者
と
言
っ
て
も
水
防 

夫
と
殆
ん
ど
懸
隔
の
な
い
人
物
も
ゐ
る
。
否
、
寧
ろ
水
防
夫
の
中
に
有
為
の
人
が
ゐ 

る
。
指
揮
命
令
宜
し
き
を
得
て
、

一
団
を
活
動
せ
し
む
る
こ
と
は
望
め
な
い
。
失
敬 

の
や
う
た
が
事
実
が
則
ち
雄
弁
の
証
人
で
あ
る
。
測
り
知
る
べ
か
ら
ざ
る
は
天
の
配 

剤
で
あ
る
。
此
の
勿
忙
の
夜
、
此
の
紛
騒
の
時
、
天
は
悠
々
と
し
て
奇
異
な
る
事
象 

を
自
分
等
の
前
に
発
現
せ
し
め
て
、

こ
こ
を
解
決
せ
し
め
ん
と
し
た
。
其
れ
は
自
分 

等
が
詰
所
へ
帰
っ
て
暫
ら
く
後
、
炎
々
た
る
水
防
夫
の
篝
火
に
照
し
出
さ
れ
た
一
個 

洋
装
の
青
年
が
あ
っ
た
。
彼
は
満
身
ズ
ブ
濡
れ
で
あ
る
。
上
着
も
ズ
ボ
ン
も
水
に
浸 

し
た
や
う
。
近
い
て
見
る
と
風
丰
瀟
酒
の
青
年
で
あ
る
。
雖
然
、
行
旅
風
雨
と
闘
か
っ 

た
困
苦
の
影
が
面
貌
に
現
は
れ
て
、
眼
は
凹
み
顔
蒼
褪
め
て
ゐ
る
。
彼
は
上
着
を
脱 

い
で
焚
火
に
乾
か
し
て
ゐ
る
。
自
分
は
、
「
君
は
早
稲
田
中
学
で
す
っ
て
…
…
〇
」
「
そ 

う
で
す
。
」
「
何
処
か
ら
来
た
ん
で
す
。
」
「
桐
生
か
ら
。
」
「
何
処
へ
行
く
ん
で
す
。
」
「
桐 

生
の
在
、
今
泉
に
友
人
が
あ
る
か
ら
、
其
処
へ
ゆ
く
積
り
で
来
た
の
で
す
。
」
「
君
の 

家
は
何
処
で
す
。
」
自
分
の
問
は
余
り
査
公
式
で
あ
っ
た
。
「東
京
で
す
」
「
ど
う
し
て
此 

処
へ
来
た
ん
で
す
。
」
「
昨
夜
、
桐
生
の
友
人
の
家
へ
泊
っ
て
足
利
か
ら
太
田•

小
泉 

を
経
て
、
赤
岩
へ
来
る
う
ち
此
の
大
洪
水
に
逢
ひ
、
無
拠
赤
岩
へ
一
泊
し
や
う
と
松 

村
と
云
ふ
宿
屋
へ
行
っ
た
が
泊
め
な
い
。
外
の
宿
屋
で
も
皆
断
は
ら
れ
た
。
そ
れ
で 

舞
木
の
勇
屋
と
い
ふ
家
な
ら
泊
め
る
だ
ろ
う
と
聞
へ
て
、
勇
屋
へ
来
た
け
れ
ど
矢
張 

泊
め
な
い
の
で
す
。
」
と
、
自
分
は
そ
ぞ
ろ
同
情
の
念
が
起
っ
た
。
漂
泊
の
旅
に
宿
る 

家
も
な
く
、
殊
に
満
身
雨
に
ぬ
れ
て
ゐ
る
。
寒
く
も
あ
ら
う
。
空
腹
で
も
あ
ら
う
。
 

気
の
毒
だ
。
家
へ
泊
め
て
や
ら
う
と
思
っ
た
。
「
君
、
名
刺
で
も
あ
っ
た
ら
見
せ
給
へ
。
」

と
云
ふ
と
、
滴
々
と1  
下
の
落
ち
る
鞄
の
内
か
ら
、
名
刺
と
早
稲
田
在
学
の
証
と
も
見 

る
べ
き
七
月
迄
の
授
業
料
納
付
証
を
出
し
て
見
せ
た
。
自
分
は
、
「
君
、
家
へ
泊
り
給 

へ
、
斯
ん
な
場
合
だ
か
ら
、
只
雨
と
餓
を
凌
く
ば
か
り
た
が
。
」
「
い

何

ァ

に

…
… 

此
処
で
沢
山
で
す
。
」
と
流
石
に
気
の
毒
と
い
ふ
風
。
「
そ
ん
な
に
濡
れ
て
ゐ
て
は
毒 

だ
。
遠
慮
せ
ず
に
泊
り
給
へ
。J

重
ね
て
勧
め
る
、
居
合
せ
た
水.
防
夫
も
ロ
々
に
「
泊 

め
て
貰
っ
た
方
が
い
い
。
」
と
云
ふ
。
彼
も
泊
ま
る
気
に
な
っ
た
。
「
そ
れ
で
は
御
厄 

介
に
な
り
ま
せ
う
。
」
と
云
ふ
。
脚
絆
を
解
か
せ
、
足
を
洗
は
せ
、
着
物
を
出
し
て
着 

換
さ
せ
た
。

此
処
で
一
と
つ
自
分
の
心
配
が
起
き
た
。
そ
れ
は
独
断
で
彼
を
泊
め
た
事
だ
。
普 

通
の
時
な
ら
兎
に
角
、
未
曾
有
の
大
洪
水
で
今
や
床
上
に
浸
水
せ
ん
と
す
る
際
、
家 

人
の
居
処
に
も
困
る
、
事
に
ょ
れ
ば
避
難
で
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
時
に
、
知
ら
ぬ 

旅
人
を
泊
め
る
。
屹
度
家
君
に
叱
ら
れ
る
る
に
違
い
な
い
。
尤
も
中
学
生
が
迷
っ
て 

来
た
事
は
父
に
話
し
て
置
い
た
。
自
分
は
叱
ら
る
る
覚
悟
で
父
に
泊
め
る
事
情
を
話 

し
た
。
と
、
父

は

「
そ
れ
は
気
の
畫
だ
、
泊
め
て
や
る
が
い
い
。
」
と
意
外
の
言
葉
に 

自
分
は
安
心
し
て
青
年
を
四
番
の
座
敷
に
案
内
し
て
夕
飯
を
進
め
た
。

若
い
旅
人
の
名
は
橘
三
千
三
、
年
は
十
九
。
天
性
の
旅
行
好
で
年
々
徒
歩
旅
行
を 

や
る
健
脚
家
。
今
年
も
夏
季
休
暇
を
利
用
し
て
、
月
の
二
日
に
東
京
を
立
っ
て
、
川 

越
、
熊
谷
、
伊
勢
崎
、
前
橋
、
渋
川
を
経
て
榛
名
、
赤
城
を
跋
渉
し
、
足
尾
に
出
て
、
 

桐
生
、
足
利
、
太
田
、
赤
岩
、
羽
生
を
過
き
、
東
京
へ
還
る
予
定
で
あ
り
し
と
。
彼 

が
夕
飯
を
終
っ
た
後
、
話
し
て
見
度
い
事
も
あ
っ
た
が
、
そ
ん
な
余
裕
も
な
し
、
彼 

も
旅
困
の
神
身
を
休
養
し
た
か
ら
う
と
充
分
に
寝
具
を
与
え
て
就
床
せ
し
め
た
。
彼 

は
ど
ん
な
夢
を
結
ん
だ
で
あ
ら
う
？

指
揮
者
か
ら
各
自
用
心
の
為
め
退
散
の
命
が
あ
る
と
、
水
防
夫
は
我
先
に
と
帰
っ 

て
了
っ
た
。
焚
火
も
消
さ
ず
高
張
提
灯
は
立
て
た
ま
ま
茶
椀
や
茶
釜
も
散
乱
、
自
分 

は
家
族
と
跡
片
付
け
を
す
る
。

い
い
面
の
皮
だ
。

水
は
益
々
激
増
し
て
裏
庭
に
一
ぱ
い
押
し
て
来
た
。
表
の
道
路
も
ど
ん
ど
ん
東
に 

流
れ
て
い
る
。
表
の
庭
へ
は
未
だ
浸
入
し
な
い
。
無
論
、
床
上
へ
浸
入
す
る
様
な
事 

は
絶
対
に
な
い
と
信
じ
て
ゐ
た
。



西
隣
の
松
野
屋
へ
行
っ
て
見
る
と
、
既
に
台
所
が
一
ぱ
い
の
水
。
今
床
上
へ
上
る 

ば
か
り
。

本
家
へ
行
っ
て
見
や
う
と
往
来
へ
出
る
と
恰
ど
川
の
如
う
。
新
宿
の
通
り
へ
曲
る 

と
段
々
水
が
深
い
。
下
駄
、
桶
、
藁
、
塵
な
ど
が
後
か
ら
流
れ
て
来
て
尻
に
つ
か
え 

る
。
旧
隠
居
へ
寄
る
と
、
水
が
入
口
ま
で
し
か
来
て
ゐ
な
い
。
新
隠
居
で
は
も
う
台 

所
が
一
ぱ
い
の
水
。
次
に
本
家
へ
往
っ
て
見
る
と
矢
張
台
所
は
満
水
し
て
ゐ
る
が
、
 

床
上
へ
は
乗
ら
ぬ
。
床
上
へ
台
を
置
い
て
俵
を
積
ん
で
用
意
し
て
あ
る
。

本
家
を
出
て
金
子
方
へ
行
か
う
と
中
の
庫
の
方
へ
曲
る
と
、
持
っ
て
ゐ
た
龕
灯
の 

灯
が
消
え
た
。
幾
度
点
け
て
も
消
さ
れ
て
了
う
。
焦
れ
度
い
か
ら
点
け
ず
に
来
た
道 

を
還
へ
る
。
来
る
時
は
水
に
押
さ
れ
る
の
だ
か
ら
左
程
困
難
を
感
じ
な
か
っ
た
が
、
 

戻
り
は
水
を
遡
る
の
だ
か
ら
中
々
骨
が
折
れ
る
。
隠
居
の
前
迄
来
る
と
大
塚
半
蔵
さ 

ん
が
素
骒
で
や
っ
て
来
る
の
に
出
会
し
た
。
「
本
家
へ
手
伝
に
行
く
ん
だ
。
」
と
云
っ 

て
行
過
ぎ
た
。

家
へ
帰
る
と
未
だ
表
の
台
所
に
浸
水
し
た
許
り
、

こ
れ
で
は
愈
々
座
敷
へ
乗
る 

如
う
な
心
配
は
な
い
と
、
更
に
金
子
方
を
見
舞
ふ
。
金
子
方
は
表
の
道
を
少
し
水
が 

流
れ
て
ゐ
る
位
で
台
所
へ
も
入
ら
な
い
。
却
て
避
難
者
が
五
、
六
人
来
て
ゐ
た
。
金 

子
方
へ
は
遂
に
浸
入
し
な
か
っ
た
。

旋
て
帰
宅
し
た
。
床
上
へ
浸
水
す
る
こ
と
は
無
い
と
思
っ
て
ゐ
た
か
ら
畳
も
上
げ 

ず
に
ゐ
た
。
然
し
流
石
に
就
眠
す
る
事
は
可
能
な
か
っ
た
。
父
は
平
常
の
通
り
寝
に 

つ
い
た
。
其
内
空
腹
に
な
っ
た
。
起
き
て
ゐ
る
一
同
で
握
り
飯
を
食
ふ
。

水
は
次
第
に
殖
へ
て
何
時
し
か
表
庭
に
充
ち
満
ち
た
。
鶏
鳴
三
更
を
告
げ
て
冷
い 

切
っ
た
夜
の
空
気
は
肌
に
迫
っ
て
そ
ぞ
ろ
寒
さ
を
覚
へ
る
。

万
一
の
用
意
に
と
子
供
は
二
階
に
移
し
て
寝
か
し
た
。
直
ぐ
床
上
へ
浸
水
し
そ
う 

も
な
い
か
ら
自
分
も
子
供
等
の
間
へ
転
寝
を
し
た
。
う
と
う
と
し
た
と
思
ふ
と
け
た 

た
ま
し
く
表
の
戸
を
叩
い
て•
「
八
幡
様
の
西
の
土
堤
が
切
れ
た
切
れ
た
。
」
と
絶
叫
す 

る
の
は
松
の
屋
の
和
三
郎
だ
。
同
時
に
裏
木
戸
を
破
れ
る
如
う
に
叩
い
て
松
の
屋
の 

女
達
が
大
声
に
呼
ぶ
。
自
分
は
、
其
れ
ッ
と
跳
ね
起
き
て
父
を
喚
び
起
し
て
裏
木
戸 

へ
蚯
付
け
や
う
と
中
庭
へ
飛
下
り
る
と
、
中
庭
は
一
ぱ
い
の
水
。
漸
く
木
戸
口
へ
行
っ

て
開
け
や
う
と
し
た
が
、
慌
は
て
る
か
ら
中
々
開
か
な
い
。
外
で
は
狂
気
の
や
う
に 

一
層
激
し
く
打
叩
く
。
や
う
や
う
戸
を
開
け
る
と
龍
ち
ゃ
ん
を
北
冃
負
っ
た
お
政
さ
ん
、
 

老
婆
を
背
負
っ
た
阿
母
さ
ん
、
京
ち
ゃ
ん
と
が
、
物
の
崩
れ
る
如
う
に
入
っ
て
来
た
。
 

其
処
で
老
婆
と
龍
ち
ゃ
ん
は
二
階
へ
子
供
と
一
処
に
寝
か
し
た
〇
そ
れ
か
ら
大
急
ぎ 

で
床
の
上
へ
台
を
置
い
て
畳
を
積
む
。

六
十
余
の
畳
数
だ
か
ら
容
易
で
は
な
い
。
殊 

に
相
手
は
雇
人
の
老
爺
と
女
ば
か
り
、
実
に
も
ど
か
し
い
。_

分
は
寝
て
ゐ
る
彼
の 

青
年
を
喚
し
て
「今
、
座
敷
に
浸
水
す
る
。
済
ま
な
い
が
少
し
手
伝
っ
て
呉
れ
給
へ
。
」 

青
年
は
起
き
て
手
伝
っ
た
。

漸
く
全
部
の
畳
を
上
げ
終
る
時
分
は
八
月
十
一
日
の
暁
近
い
頃
で
あ
っ
た
。
と
不 

穏
の
叫
声
が
入
り
乱
れ
て
土
堤
の
方
に
起
っ
た
。
「
お
庚
申
が
切
れ
た
切
れ
た
。
」
と 

吐
鳴
っ
て
ゆ
く
者
が
あ
る
。
続

い

て

「
お
庚
申
が
切
れ
た
。
皆
ん
な
土
堤
へ
逃
げ
ろ 

逃
げ
ろ
。
」
と
叫
ふ
も
の
が
あ
る
。

ス
ヮ
大
変
だ
ッ
と
家
中
は
引
ッ
く
り
回
る
や
う
な
騒
ぎ
、
不
安
と
危
惧
は
忽
ち
一 

同
の
胸
臆
に
満
ち
た
。
お
政
さ
ん
は
龍
ち
ゃ
ん
を
、
お
母
さ
ん
は
老
婆
を
背
負
ひ
出 

し
た
。
自
分
は
無
心
に
寝
て
ゐ
る
里
子(

七
ッ)

を
揺
り
起
し
て
負
ぶ
ひ
、
片
手
に 

恵

子
(

九
ッ)

の
手
を
曳
き
つX

、

恒
(

十
二)

に

「
逃
る
ん
だ
逃
る
ん
だ
。
」
と
大 

叫
し
、
雅

彦
(

三
ッ)

は
ょ
く
寝
入
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
志

宇

に

「
早
く
雅
を
早
く
雅 

を
。
」
と
吐
鳴
り
な
が
ら
、
土
手
に
避
難
せ
ん
と
し
た
。
父

は

「
お
庚
申
は
切
れ
や
す 

ま
い
。
慌
て
る
と
危
ふ
な
い
。
静
か
に
静
か
に
。
」
と
一
同
を
制
し
た
。
父
は
事
に
臨 

む
で
、

い
つ
も
沈
着
で
あ
る
。
自

分

も

「
土
手
へ
逃
げ
た
と
て
仕
方
が
な
い
。
前
の 

土
手
が
切
れ
な
い
う
ち
は
豈
夫
家
は
流
れ
は
す
ま
い
。
」

と
思
直
し

て
引

留

め 

土
手
へ
の
避
難
を
一
時
見
合
せ
た
。
す
る
と
利
根
川
屋
の
廣
さ
ん
が
裏
木
戸
か
ら
草 

履
•

脚
絆
の
まk

「
お
庚
申
が
切
れ
た
。
愚
図
愚
図
し
て
る
と
命
が
な
い
、
早
く
土 

手
へ
早
く
土
手
へ
。
」
と
喚
叫
し
な
が
ら
表
へ
と
駔
け
抜
け
た
。
一
同
は
気
も
転
倒
し
、
 

自
分
は
只
う
ろ
う
ろ
す
る
許
り
、

ど
う
し
て
い\

の
か
判
ら
な
い
。

表
の
戸
を
開 

け
て
土
手
の
方
を
見
る
と
未
だ
明
け
放
れ
ぬ
夜
の
隈
は
隴
ろ
に
、
利
根
川
屋
の
廣
さ 

ん
が
紛
々
と
罵
い
な
が
ら
松
の
屋
阿
母
さ
ん
を
助
け
て
土
手
へ
避
難
せ
ん
と
す
る 

所
、
阿
母
さ
ん
は
恐
怖
の
悲
鳴
を
上
げ
て
ゐ
る
。



赤
児
を
負
ふ
た
人
の
妻
や
手
を
曳
か
る\

年
寄
り
や
、
陸
続
と
し
て
堤
を
東
へ
と 

走
っ
て
ゆ
く
。
皆
な
避
難
す
る
の
だ
。

水
は
激
増
し
て
床
上
を
浸
す
る
こ
と
二
寸
余
、
門
前
を
流
る»

水
の
深
さ
は
腹
部 

に
達
し
、
波
を
立
て>

1

走
し
っ
て
ゐ
る
。
此
時
利
根
の
水
量
正
に
二
十
尺
。
大
塚
甚 

次
郎
君
の
屋
前
堤
上
は
水
が
越
し
て
ゐ
る
と
云
ふ
。
天
の
禍
も
此
に
至
っ
て
は
深
酷 

惨
烈
を
極
め
る
。

も
う
、
猶
予
す
る
場
合
で
な
い
と
、
更
に
一
同
を
督
励
し
て
奥
座
敷
の
畳
を
上
げ 

る
。
床
が
母
家
ょ
り
高
い
か
ら
浸
水
す
る
如
う
な
事
は
あ
る
ま
い
が
、
萬
一
に
と
用 

意
し
た
。
座
敷
へ
四
斗
樽
を
置
き
、
板
を
渡
し
、
松
野
家
の
人
達
を
頼
ん
で
畳
を
上 

げ
、
襖
を
外
し
て
其
上
に
載
せ
、
他
の
道
具
は
文
庫
蔵
の
二
階
と
、

四
番
の
二
階
へ 

運
ん
だ
。
穀
倉
へ
行
っ
て
見
る
と
床
の
俵
が
浸
り
そ
う
だ
。
台
を
置
い
て
積
み
替
る
。
 

爺
(

田
島
和
平
と
云
ふ
六
十
二
の
作
男)

と
お
政
さ
ん
と
お
ち
ゃ
う
とg

分
。

三 

人
寄
っ
て
も
一
人
前
の
力
は
疑
は
し
い
。
ネ
ジ
、
ゴ
シ
し
て
ゐ
る
う
ち
に
米
麦
十
六
、
 

七
俵
浸
し
て
了
っ
た
。

穀
倉
の
片
付
が
終
る
と
夜
が
明
け
た
。
表
へ
出
て
西
の
方
か
ら
来
る
人
来
る
人
に 

お
庚
申
の
様
子
を
聞
く
と
、
切
れ
や
し
な
い
が
処
々
が
崩
れ
て
危
険
だ
と
云
ふ
。
不 

安
の
中
に
も
意
を
休
め
る
。

堤
へ
上
る
と
家
の
前
も
今
堤
か
ら
水
が
溢
れ
ん
と
し
て
ゐ
る
。
水
蒸
気
と
霧
は
空 

中
に
溶
け
合
ふ
て
、
天
地
朦
々
。
対
岸
、
武
蔵
の
方
、
彼
処
此
処
、
警
鐘
が
凶
音
を 

伝
へ
て
る
う
ち
に
、
帛
を
裂
く
如
う
な
女
の
叫
喚
が
水
を
度
っ
て
細
々
と
し
て
聞
へ 

る
。
此
時
、
此
際
、
天
地
は
絶
対
悲
惨
の
気
に
満
さ
れ
て
、
言
ふ
ベ
か
ら
ざ
る
惨
愴 

の
感
に
打
た
れ
た
の
で
あ
る
。
欄
干
の
つ
い
た
ま
ま
の
長
い
橋
が
大
き
な
百
足
の
や 

う
に
流
れ
て
行
っ
た
。
其
他
家
屋
や
木
材
や
幾
多
流
れ
去
り
、
流
れ
来
る
。

家
へ
帰
っ
て
見
る
と
増
水
は
も
う
止
ま
っ
た
や
う
だ
。

一
同
は
始
め
て
愁
眉
を
開 

い
た
。
竈
は
水
に
浸
さ
れ
て
飯
を
炊
く
事
が
可
能
な
い
。
裏
の
東
長
屋
は
幸
ひ
に
床 

が
高
く
浸
水
し
な
い
か
ら
此
処
で
炊
事
を
し
た
。

朝
飯
後
、
お
庚
申
の
破
堤
し
た
処
を
見
に
行
っ
た
。
途
々
四
五
ヶ
所
も
北
に
雪
崩 

れ
て
ゐ
る
、
中
に
は
僅
か
に
馬
踏
を
残
し
て
崩
れ
た
所
も
あ
る
。

こ
れ
で
は
土
手
が

切
れ
た
と
騒
だ
も
無
理
は
な
い
。
上
五
箇
、
下
中
森
ノ
又
、
武
州
の
大
野
、
上
中
条 

等
が
切
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
到
府
此
処
も
破
壊
は
免
か
れ
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。

然
し
ま
だ
ま
だ
安
心
は
可
能
な
い
。
此
の
ま
ま
打
捨
て
て
置
け
ば
ど
ん
な
大
事
に 

な
る
か
も
知
れ
な
い
。
組
頭
や
小
頭
や
常
設
委
員
は
何
を
し
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
。
早 

く
応
急
の
手
配
を
尽
さ
な
い
と
家
の
用
心
を
し
て
も
何
に
も
な
ら
な
い
。
此
処
が
破 

堤
す
れ
ば
我
が
舞
木
は
全
滅
で
あ
る
。
人
事
を
尽
し
て
天
命
を
ま
つ
、
社
会
の
文
明 

は
科
学
の
武
器
で
自
然
を
征
服
す
る
。
今
や
数
千
人
の
運
命
に
係
る
場
合
で
あ
る
。
 

殊
に
我
が
家
な
ぞ
は
最
も
危
険
区
域
で
あ
る
。

焦
慮
し
つ 

つ
家
へ
帰
る
と
、
某

が

来

て

「
早
く
崩
れ
所
を
防
が
な
け
れ
ば
危
険
で 

す
。
其
れ
に
は
堤
の
両
面
か
ら
筵
を
充
て
て
竹
を
以
て
縫
ふ
の
が
宜
か
ら
う
と
思
ひ 

ま
す
。
就
て
は
御
宅
の
竹
を
伐
ら
し
て
下
さ
い
。
」
と
危
急
の
場
合
、
自
分
は
即
諾
し 

て
後
で
父
の
承
諾
を
得
た
。

旋
て
人
夫
が
来
て
竹
を
伐
り
出
す
。
そ
れ
を
崩
れ
た
所
へ
運
搬
す
る
。
竹
伐
り
が 

終
っ
て
場
合
へ
行
っ
て
見
る
と
略
作
業
が
出
来
た
。
此
の
作
業
は
危
険
区
域
に
近
い 

者
が
相
集
ま
っ
て
指
揮
者
も
無
く
、
共
同
協
力
で
や
っ
た
。
幾
ら
警
鐘
を
叩
い
て
非 

常
召
集
を
し
て
も
皆
な
自
分
の
用
心
許
り
し
て
ゐ
て
集
ま
ら
な
い
。

旋
て
天
晴
れ
、
久
し
振
り
で
輝
々
た
る
日
光
に
浴
し
た
。
徴
く
が
如
き
暑
さ
で
あ
る
。
 

赤
岩
方
面
か
ら
切
れ
処
見
物
が
陸
続
と
し
て
通
る
。
自
分
も
見
に
ゆ
く
暇
を
得
て 

之
を
観
た
。
場
所
は
幡
之
宮
、
旧
八
幡
社
の
西
、
古
海
村
と
の
堺
、
破
堤
延
長
七
十 

間
、
内
古
海
分
約
六
十
五
間
で
舞
木
分
が
約
五
間
で
あ
る
。
後
に
舞
木
分
廿
五
間
崩 

れ
て
百
余
間
と
な
っ
た
。
切
れ
口
に
立
っ
て
観
る
と
六
百
尺
の
巨
口
に
吸
入
す
る
水 

勢
は
轟
然
と
し
て
怪
魔
の
血
に
餓
え
た
る
如
き
叫
音
を
発
し
て
猛
然
と
怒
り
狂
ひ
、
 

逆
捲
く
濁
流
は
五•

六
尺
の
高
き
に
躍
り
上
っ
て
、
恰
ら
大
小
幾
千
個
の
土
塊
を
投 

げ
散
ら
す
や
う
、
そ
れ
が
個
々
別
々
銅
の
如
き
光
を
帯
び
て
ゐ
る
。
狂
波
激
浪
は
相 

撞
突
し
て
自
か
ら
破
摧
破
滅
す
る
。

八
幡
社
の
杉
森
は
怒
濤
に
強
突
さ
れ
て
参
天
の 

喬
木
、
風
な
き
に
振
動
す
る
。
光
景
悽
に
し
て
愴
の
極
み
で
あ
る
。
而
も
心
な
き
油 

蟬
や
法
師
蟬
や
久
方
振
り
の
快
晴
に
逢
ふ
て
お
の
が
し
し
鳴
き
競
ふ
て
ゐ
る
。
 

余
勢
は
放
奔
し
て
滔
々
と
中
島
の
前
方
を
斜
断
し
て
遠
く
福
島
方
面
に
突
流
し
つ



つ
あ
る
。
作
毛
、
作
物
の
皆
無
に
帰
し
た
の
は
勿
論
、
耕
地
の
大
部
分
は
砂
と
礫
に 

埋
め
ら
れ
た
で
あ
ら
う
と
は
百
人
一
様
の
観
察
で
あ
っ
た
。

八
月
十
二
日

晴
れ
て
明
け
た
。
朝
飯
後
、
再
び
破
堤
の
場
所
を
見
に
ゆ
く
。
刀
根
の
水
量
が
減 

じ
た
か
ら
切
れ
口
の
水
勢
も
や
上
辰
退
し
た
け
れ
ど
、
横
溢
す
る
'.M
水
は
尚
滝
津
瀬 

の
や
う
。

土
台
や
壁
や
床
板
を
水
の
退
け
ぬ
う
ち
に
、
泥
を
洗
ひ
流
さ
ぬ
と
後
で
は
中
々
落 

ち
ぬ
と
聞
へ
た
か
ら
、
家
中
で
掃
除
す
る
。

八
月
十
三
日

又
、
雨
。
東
北
の
風
で
頗
る
不
穏
の
天
候
で
あ
る
。
太
田
、
東
京
、
龍
舞
、
四
方 

寺
へ
出
水
見
舞
を
兼
ね
、
当
地
の
惨
況
を
概
報
し
た
。

午
後
激
し
い
降
り
と
な
っ
た
。
恐
惧
の
念
は
再
ひ
衆
人
の
胸
中
を
襲
ふ
た
。
此
上 

降
り
続
い
て
又
増
水
す
る
や
う
な
れ
ば
、
漸
く
喰
ひ
止
め
た
土
手
は
ど
う
し
て
防
ぐ 

事
が
で
き
や
う
。
彼
処
が
決
潰
す
れ
ば
住
宅
や
家
財
は
挙
げ
て
失
っ
て
了
ふ
の
は
勿 

論
、
実
に
数
多
の
生
命
に
も
関
す
る
大
事
で
あ
る
の
だ
。
一
同
は
恂
々
と
し
て
ゐ
る
。
 

夜
に
入
る
と
宇
宙
玄
黒
、
風
と
雨
は
益
々
暴
威
を
震
っ
て
限
り
な
き
圧
迫
を
一
切
の 

萬
有
に
如
ふ
る
の
で
あ
る
〇 

一
同
は
臥
床
し
た
け
れ
ど
、
不
眠
、
不
醒
、
憂
懼
に
囚 

は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
た
。

八
月
十
四
日

夢
冷
か
な
る
黎
明
、
遽
し
く
表
中
を
叩
い
て
「
又
、
水
が
増
し
て
来
た
か
ら
御
用 

心
な
さ
い
。
」
と
、
松
の
屋
の
和
三
郎
が
警
告
に
来
て
呉
れ
た
。
一
同
は
跳
ね
起
き
る
。
 

表
戸
を
開
け
る
と
一
旦
減
水
し
た
道
路
を
又
河
の
如
う
に
流
れ
て
ゐ
る
。

隣
の
伊
勢
松
さ
ん
を
頼
ん
で
土
蔵
の
俵
を
積
替
へ
る
。
堤
に
上
っ
て
見
る
と
一
旦 

引
け
た
水
が
又
一
ぱ
い
に
充
ち
た
。
而
か
も
風
雨
は
尚
活
動
を
続
け
て
ゐ
る
。

朝
飯
後
、
再
び
堤
へ
上
る
と
金
子
常
設
委
員
が(

文
五
郎
君V

来

て

「
到
底
も
我
 々

(

ブ
フ)

常
設
委
員
二
人
許
り
ぢ
ゃ
行
り
切
れ
な
い
。
此
の
天
候
て
ば
崩
れ
所
が
危
険
だ
か
ら 

更
に
厳
重
に
防
禦
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
是
非
応
援
を
願
へ
度
い
。
そ.
う
し
て
鈴 

木

組

頭(

新
平
君)

の
処
へ
行
っ
て
手
配
の
交
渉
を
し
て
貰
ひ
度
い
。
」
と
、
自
分
は

召
諾
し
て
簑
と
笠
を
着
て
鈴
木
君
に
会
っ
て
打
合
を
し
直
ぐ
に
召
集
の
警
鐘
を
打
た 

せ
た
。
家
の
前
へ
引
返
し
て
人
夫
の
集
ま
る
の
を
待
っ
て
ゐ
た
が
、
中
々
集
ま
ら
な 

い
。
毎
日
早
く
出
て
働
く
人
は
定
ま
っ
て
ゐ
る
。
旋
て
組
頭
も
常
設
委
員
も
来
た
。
 

人
夫
も
少
し
集
ま
っ
た
。
此
処
で
荷
車
に
空
俵
を
載
せ
て
崩
れ
所
へ
と
運
ん
だ
。
場 

所
へ
着
く
と
空
俵
を
堤
表
へ
あ
て\

土
か
ら
割
竹
で
縫
付
け
る
。
低
気
圧
の
極
度
を 

示
す
刷
毛
を
曳
ひ
た
如
ぅ
な
灰
色
の
雲
は
東
北
の
空
ょ
り
西
南
の
天
に
飛
ん
で
、
雨 

は
横
さ
ま
に
注
ぎ
皆
な
ヅ
ブ
濡
れ
と
な
っ
た
。
作
業
が
終
る
と
正
午
。
土
木
官
吏
が 

三
人
、

工
夫
一
人
連
れ
て
災
害
の
調
査
に
来
た
。
防
禦
工
事
を
見
て
貰
ふ
と
未
だ
不 

充
分
だ
、
更
に
は
五•

六
寸
の
竹
を
三
叉
に
刺
し
て
そ
れ
へ
土
俵
を
釣
る
方
が
い
い 

と
。

そ
れ
で
は
昼
飯
を
食
っ
て
今
度
は
各
廓
共
吟
味
で
、
村
中
惣
出
で
作
業
す
る
こ 

と
に
す
る
。
竹
は
矢
張
り
家
の
を
伐
る
こ
と
に
し
た
。

午
後
は
続
々
集
ま
っ
て
来
た
。
約
二
百
本
の
竹
を
伐
り
出
す
。
大
勢
だ
か
ら
作
業 

が
大
に
ハ
ヵ
取
っ
た
。
然
し
ま
だ
空
俵
が
足
り
な
い
、
大
谷
良
三
郎
さ
ん
の
濡
れ
俵 

が
小
学
校
の
庭
に
あ
る
と
云
ふ
。
自
分
は
数
名
の
人
夫
と
伝
馬
船
に
乗
っ
て
、
片
町
、
 

新
宿
を
経
て
大
谷
さ
ん
の
承
諾
を
得
て
、
新
田
八
幡
を
船
行
し
、
校
舎
の
東
に
船
を 

停
と
め
、
廿
一
俵
の
空
俵
を
積
ん
で
元
来
し
道
を
戻
り
、
油
免
の
崩
れ
所
へ
漕
き
着 

け
た
。
忽
ち
予
定
の
工
事
が
出
来
上
っ
た
。
竹
を
二
通
り
三
叉
に
崩
れ
所
へ
さ
し
、
 

そ
れ
へ 

ニ
ッ
以
上
の
土
俵
を
竹
ヵ
ン
ナ
と
釣
っ
た
。

一
致
協
力
す
れ
ば
何
事
も
敏
速 

に
竣
工
す
る
。
土
手
が
切
れ
ん
と
す
る
場
合
で
も
大
勢
の
人
々
が
懸
命
に
防
け
ば
其 

意
気
込
み
で
喰
ひ
止
め
ら
る
一
人
の
人
間
が
人
身
御
供
に
な
れ
ば
決
水
も
と
ま 

る
と
云
ふ
。
結
合
の
力
、
意
気
の
力
は
洵
に
偉
大
で
は
な
い
か
。

十
一
日
の
夜
か
ら
、
各
羅
災
者
へ(

竈
を
浸
し
て
炊
事
不
能
の
家)

救
助
す
る
糧
食 

を
、
常
設
委
員
が
取
扱
っ
て
配
付
し
て
ゐ
た
。
最
初
は
増
田
市
八
さ
ん
と
金
子
文
五 

郎
さ
ん
の
宅
で
炊
い
て
ゐ
た
が
、
大
谷
六
太
郎
さ
ん
の
家
へ
移
転
し
た
。(

五
軒
屋
敷 

と
中
之
倉
は
全
部
浸
水
せ
ず)

自
分
は
応
急
工
事
が
終
っ
た
か
ら
一
先
帰
宅
し
や
ぅ
と
し
た
ら
、
金
子
常
設
委
員 

に
、
又
食
糧
配
付
の
援
助
を
頼
ま
れ
た
。
金
子
さ
ん
と
同
道
し
て
大
谷
さ
ん
の
宅
へ 

ゆ
く
。
握
飯
が
座
敷
に
一
ぱ
い
、
炊
事
場
で
は
ニ
ッ
の
大
釜
で
炊
き
出
し
て
ゐ
る
。



罹
災
者
が
五
百
余
人
。

一
回
に
二
千
個
以
上
の
握
飯
が
要
る
。

旋
て
自
分
は
西
之
根
、
往
生
院
、
上
新
田
、
片
町
の
罹
災
者
へ
配
付
を
托
さ
れ
た
。
 

団
飯
を
桶
に
入
れ
、
船
に
載
せ
、
二
人
の
人
夫
に
漕
さ
し
て
出
発
し
た
。
大
林
寺
に 

避
難
し
て
ゐ
る
人
か
ら
始
め
て
、
西
之
根
、
往
生
院
、
上
新
田
、
片
町
を
終
り
、
最 

後
に
円
福
寺
に
ゐ
る
罹
災
者
へ
配
付
し
て
ゐ
る
頃
は
、
夜
の
十
時
で
あ
っ
た
。
時
に 

大
門
の
方
で
「
且
那
は
ゐ
ま
し
た
か
。
」
と
呼
ぶ
の
は
和
三
郎
の
声
。
「
あ

一
、
ゐ
た 

ょ
。
」
と
自
分
が
応
へ
る
と
続
い
て
「
お
一
い
。
」
と
金
子
の
声
。
自
分
は
崩
れ
所
の 

応
急
工
事
が
終
っ
て
、
炊
出
所
へ
ゆ
く
時
、
家
の
前
を
通
っ
た
の
だ
か
ら
其
事
を
鳥 

渡
家
人
に
告
げ
れ
ば
ょ
か
っ
た
の
を
其
ま 

之
れ
に
従
事
し
た
の
は
注
意
を
欠
い 

た
。
其
内
、
和
三
郎
と
金
子
が
門
前
に
来
た
。
「家
ぢ
ゃ
帰
ら
ぬ
か
ら
心
配
し
て
方

 々

を
尋
ね
た
。
そ
れ
に
夕
方
か
ら
阿
父
さ
ん
が
体
の
工
合
が
悪
い
の
で
…
…
〇
」
と
金
子 

が
云
ふ
〇 

丁
度
配
付
が
終
っ
た
か
ら
後
を
人
夫
に
頼
ん
で
急
い
で
帰
宅
し
た
。
父
は 

夕
方
ふ
と
気
分
悪
し
く
な
っ
て
一
回
吐
瀉
し
た
が
、
就
寝
後
は
異
り
は
無
い
と
話
し 

に
も
変
り
は
な
い
の
で
安
心
し
た
。

此
夜
、
糧
食
配
付
で
始
め
て
内
郷
の
実
況
を
目
撃
し
た
。
西
の
根
は
殊
に
水
が
深 

い
。
床
上
二
尺
以
上
浸
水
し
た
家
が
あ
る
。
破
堤
し
て
か
ら
急
に
水
が
押
寄
せ
て
、
 

女
、
子
供
は
辛
ふ
し
て
避
難
し
た
そ
う
だ
。
大
概
家
は
空
虚
で
あ
る
。

こ
ん
な
有
様 

だ
か
ら
薪
や
盥
を
流
し
、
俵
や
味
噌
を
浸
し
た
も
の
は
殆
ん
ど
全
部
だ
そ
う
だ
。
中 

に
は
家
を
流
さ
れ
ぬ
様
、
周
囲
の
樹
木
か
ら
家
の
柱
へ
繩
で
蜘
蛛
の
巣
の
如
う
に
引 

張
っ
た
家
が
あ
っ
た
。
観
音
堂
の
側
を
通
る
時
、
激
流
に
船
を
垣
根
へ
押
突
け
ら
れ 

て
、
人
夫
は
水
中
に
跳
ね
落
さ
れ
、
糧
食
を
船
と
共
に
転
覆
せ
ん
と
し
た
。

八
月
十
五
日

晴
、
炊
出
場
に
ゆ
く
。

一
回
は
昨
夕
の
通
り
配
付
し
終
り
、

二
回
の
配
付
に
出
発 

せ
ん
と
す
る
頃
は
も
う
黄
昏
。
旋
て
消
炭
色
の
雲
が
日
方
の
天
に
湧
く
と
閃
々
た
る 

電
光
、
轟
々
た
る
雷
鳴
は
間
断
な
く
耳
目
を
驚
か
す
。
忽
ち
疾
風
に
伴
ふ
て
豪
雨
が 

襲
来
し
た
。

一
頻
り
で
小
降
と
な
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
稲
妻
の
閃
光
と
鳴
神
の
鼓
音 

は
中
々
激
し
い
。
然
し
余
り
遅
く
な
る
か
ら
と
二
人
の
人
夫
に
握
飯
を
入
れ
た
桶
を 

差
し
担
ぎ
に
さ
せ
、
雨
を
衝
て
出
発
し
た
。

五
軒
屋
敷
か
ら
八
幡
権
現
を
終
っ
た
。

是
迄
は
船
だ
か
ら
左
程
に
困
難
も
感
じ̂

か
っ
た
が
、
膝
土
の
水
を
冒
し
て
迅
雷
電 

光
の
下
、
猛
雨
を
衝
い
て
歩
行
く
の
で
、

U

べ
っ
た
り
穴
へ
踏
込
ん
だ
り
、
幾
度
か
転 

倒
せ
ん
と
し
た
。
そ
の
困
苦
は
一
通
り
で
な
い
。

雖

然

「
人
間
の
生
命
を
護
る
の
だ 

ッ
。
」
と
心
中
に
叫
び
、
自
分
で
自
分
を
激
励
し
て
漸
く
任
を
果
し
得
て
、
炊
事
場
へ 

帰
っ
た
の
が
十
時
過
。
自
分
は
少
く
と
も
一
善
を
尽
し
た
と
信
じ
て
心
窃
か
に
快
感 

を
覚
へ
た
の
で
あ
る
。

新
宿
以
西
へ
船
で
配
布
に
出
た
三
人
の
人
夫
は
ま
だ
帰
ら
な
い
。
自
分
は
雨
と
水 

に
ぬ
れ
た
か
ら
後
事
を
野
村
常
設
委
員.(
清
太
郎
君)

に
托
し
て
帰
宅
し
た
。
翌
日 

聞
く
と
昨
夕
三
人
の
人
夫
が
戻
ら
な
い
の
は
彼
等
は
雷
鳴
雷
雨
に
怖
気
付
き
、
西
の 

根
の
或
る
家
へ
逃
け
込
ん
だ
ま»

と
う
と
う
一
夜
を
明
か
し
た
の
だ
そ
う
だ
。
実
に 

意
気
地
の
な
い
事
だ
と
思
っ
た
。
人
は
責
任
を
知
る
の
が
大
切
で
あ
る
〇
自
分
も
昨 

タ
ー
人
夫
で
あ
っ
た
な
ら
ば
或
は
配
付
を
仕
遂
げ
ら
れ
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
 

况
ん
や
自
分
の
如
き
雷
鳴
に
非
常
の
恐
怖
性
を
持
っ
て
る
者
を
や
。

八
月
十
六
日
。

曇
り
、
時
々
雨
が
降
っ
た
。
救
助
米
取
扱
簿
を
作
製
し
て
終
日
野
村
清
太
郎
君
の 

方
で
執
務
し
た
。
糧
食
配
付
は
今
朝
限
り
止
め
た
。

自
分
は
数
日
間
風
雨
と
悪
戦
し
た
困
身
を
慰
養
す
べ
く
帳
簿
作
製
を
終
る
と
帰
宅 

し
て
就
寝
し
た
。

八
月
十
七
日
。

曇
、
朝
飯
後
、
保
次
、
高
際
と
一
処
に
上
五
個
の
破
堤
を
見
に
ゆ
く
。
赤
岩
へ
行 

く
と
、
稲
荷
社
の
処
と
里
東
が
数
ヶ
所
崩
れ
て
ゐ
る
。
防
禦
の
跡
を
見
る
と
赤
岩
で 

も
大
騒
ぎ
を
や
っ
た
ら
し
い
。
里
東
か
ら
瀬
戸
井
へ
か
け
て
堤
添
の
作
物
は
青
々
と 

.
し
て
水
害
は
知
ら
ぬ
風
情
だ
。
上
五
個
へ
入
る
と
直
ぐ
惨
澹
た
る
光
景
が
眼
前
に
展 

開
さ
れ
た
。
切
れ
口
近
く
進
む
と
約
二
百
間
の
破
堤
。
利
根
の
水
の
七
八
分
は
呑
ん 

で
ゐ
る
か
と
思
は
れ
る
赤
黄
色
の
濁
流
は
悽
ま
し
い
音
し
て
奔
入
す
る
。
切
れ
口
の 

下
は
広
い
砂
原
、
あ
ち
こ
ち
に
敗
残
の
家
が
哀
れ
に
形
骸
を
と
め
て
ゐ
る
。
砂
原 

の
先
が
流
れ
で
利
根
の
本
流
ょ
り
も
急
激
で
あ
る
、
波
は
浪
を
蹴
っ
て
怒
号
し
澎
湃 

と
し
て
遠
く
萱
野
、
木
崎
方
面
を
突
破
し
て
ゐ
る
。
萱
野
や
木
崎
や
海
洋
中
に
散
在



す
る
島
嶼
の
如
く
、
樹
木
の
み
蒼
々
と
し
て
ゐ
る
。
小
舟
や
帆
か
け
船
が
往
き
交
ふ 

状
は
恰
然
一
幅
の
活
画
で
あ
る
。
自
分
は
砂
原
へ
下
り
て
二
十
余
の
生
霊
が
一
時
に 

土
砂
に
埋
ら
れ
て
、
無
惨
の
死
を
遂
げ
た
と
い
ふ
家
の
跡
を
吊
ひ
惻
然
と
し
て
、

一
 

片
の
回
向
を
心
中
に
念
じ
た
。
流
れ
つ
い
た
薪
を
拾
っ
て
ゐ
る
婦
や
跡
片
付
を
し
て 

ゐ
る
男
や
心
な
く
遊
ん
で
ゐ
る
小
児
も
、
皆
哀
愁
を
誘
ふ
。
富
水
村
役
場
が
全
滅
し 

仝
駐
在
所
が
流
失
し
て
巡
査
林
某
の
妻
子
二
人
、
行
衛
不
明
と
な
っ
た
に
徴
し
て
も 

如
何
に
惨
激
を
極
め
し
か
ゞ
想
像
せ
ら
れ
るX

。

書
き
洩
ら
し
た
が
、
十
日
の
夜
宿
泊
し
た
彼
の
青
年
橘
三
千
三
君
は
、
翌
十
一
日 

の
晩
、
破
堤
し
た
と
云
ふ
騒
ぎ
の
時
危
険
だ
か
ら
眠
っ
て
ゐ
る
の
を
起
し
て
「此
の 

大
洪
水
で
は
河
は
無
論
渡
れ
な
い
。
又
上
五
個
が
破
堤
し
た
と
い
ふ
か
ら
川
俣
方
面 

へ
も
行
か
れ
な
い
。
ま
ァ
滞
在
し
て
ゐ
給
へ
。
」
と
云
ふ
と
「
い
や
、
此
の
上
御
世
話 

に
な
っ
て
は
……

兎
に
角
出
か
け
て
見
ま
せ
う
。
」
「出
か
け
て
も
到
底
も
行
ぬ
か
ら 

遠
慮
せ
ず
に
居
給
へ
。
」
「
ま
あ
出
発
し
て
見
ま
せ
う
。
」
「
ち
ゃ
ァ
、
行
け
な
け
れ
ば 

引
返
し
て
来
給
へ
。
」
と
云
ふ
、
彼
は
幾
度
か
礼
を
述
べ
、
旋
て
朝
飯
を
喫
し
て
出
発 

の
用
意
す
る
。
濡
し
た
洋
服
は
火
で
乾
か
し
て
や
る
、
別
に
草
履
を
与
へ
て
旅
装
せ 

し
め
た
。
彼
は
「東
京
へ
御
出
に
な
っ
た
ら
尋
ね
て
下
さ
い
。
」
と
家
を
出
て
土
手
へ 

上
り
、
東
を
指
し
て
行
っ
た
。
其
内
に
上
五
個
の
破
堤
は
確
実
に
な
っ
た
。
彼
は
無 

論
引
返
し
て
来
る
と
思
っ
た
が
来
な
い
。
何
処
で
行
き
悩
む
で
ゐ
る
か
と
心
配
し
た
。
 

八
月
十
八
日
。

曇
、
朝
飯
前
切
れ
所
の
応
急
工
事
を
見
に
ゆ
く
。

二
間
杭
を
二
間
の
間
隔
に
打
ち 

そ
れ
へ
杉
丸
太
を
結
付
け
、
葉
付
の
杉
枝
を
逆
さ
に
流
し
込
ん
で
、
其
の
間
へ
礫
俵 

を
踏
込
む
。
即
ち
急
水
止
で
あ
る
。

火
災
、
震
災
共
に
惨
な
り
と
雖
、
洪
水
の
害
に
至
っ
て
は
一
層
深
酷
で
あ
る
。
本 

村
の
如
き
切
れ
所
が
人
家
に
遠
ざ
か
っ
て
ゐ
る
の
で
、
人
畜
に
死
傷
が
な
か
っ
た
の 

は
不
幸
中
の
幸
で
あ
る
。
二
百
町
歩
の
田
畑
が
収
穫
皆
無
と
な
り
、
幡
之
宮
、
中
島
、
 

島
間
の
各
字
は
砂
礫
に
埋
め
ら
れ
た
で
あ
ら
う
。
穫
々
た
る
萬
頃
の
稲
波
は
一
朝
に 

し
て
、
茫
漠
た
る
砂
原
と
化
し
、
哀
残
の
禾
黍
に
蕭
々
秋
風
の
度
る
光
景
は
、
満
目 

荒
涼
の
四
字
を
以
て
尽
き
て
ゐ
る
。

荒
地
免
祖
年
期
願
に
、
城
下
、
駒
形
、
野
分
、
横
原
の
四
字
と
宮
内,
の
大
部
分
を 

除
く
外
残
ら
ず
出
願
し
、
水
害
地
租
免
除
願
に
も
田
は
全
部
出
し
た
、
今
後
土
地
を 

整
理
し
、
田
畑
を
復
旧
す
る
に
は
幾
多
の
歳
月
と
多
大
の
労
費
を
払
は
ね
ば
な
ら
ぬ
、
 

否
到
府
復
旧
の
見
込
み
が
な
い
処
も
あ
る
如
う
だ
、
将
来
を
想
到
す
る
と
実
に
寒
心 

に
堪
へ
な
い
。

慧
星
が
出
現
す
る
と
災
難
が
あ
る
と
は
古
老
の
言
伝
へ
で
あ
る
と
か
、
其
が
的
中 

し
た
と
云
ふ
の
ぢ
ゃ
あ
る
ま
い
が
、
今
年
は
春
蚕
も
ょ
く
、
大
小
麦
は
豊
作
、
大
豆 

も
実
入
り
ょ
く
、
稲
作
も
増
収
の
見
込
み
で
、
農
家
一
般
は
豊
年
を
謳
歌
し
て
ゐ
た 

が
、

一
朝
天
災
降
り
て
禍
福
忽
ち
転
倒
し
て
了•
っ
た
。
伯
大
隈
は
「
天
が
大
災
を
降 

し
て
国
民
を
警
醒
す
る
の
だ
。
」
と
。
天
は
公
明
で
あ
る
。
飽
ま
で
一
部
の
生
民
を
苦 

し
め
る
も
の
で
は
な
い
。
無
暗
に
悲
観
し
て
萎
縮
し
て
は
な
ら
ぬ
。
否
、
更
に
発
奮 

し
て
天
災
に
打
勝
つ
弾
力
を
要
す
る
と
共
に
、
草
を
去
り
実
を
収
む
ベ
く
産
業
に
励 

ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
う
し
て
此
の
大
損
失
を
補
ふ
ベ
く
心
掛
け
や
う
。
自
分
等
は
生 

涯
記
念
す
べ
き
大
水
害
の
洗
礼
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

心
配
し
て
ゐ
た
彼
の
青
年
橘
君
は
無
事
に
東
京
の
実
家
へ
帰
着
さ
れ
て
、
月
の
廿 

三
日
に
礼
状
が
着
い
た
。

拝
啓
、
過
日
旅
行
の
帰
途
御
地
に
於
て
頗
る
困
難
の
地
位
に
陥
り
其
節
は
土
堤
破 

壤
前
悲
常
に
御
多
忙
中
の
折
に
も
抱
ら
ず
、
御
親
切
に
も
御
構
ひ
下
さ
れ
難
有
く 

御
蔭
を
以
て
彼
の
一
夜
を
無
事
に
過
し
申
候
、
猶
舞
木
の
土
堤
も
切
れ
た
る
由
、
 

御
一
家
様
に
は
何
の
御
障
り
も
無
之
候
哉
、
御
礼
旁
々
御
尋
ま
で

東
京
市
小
石
川
区
雑
司
ヶ
谷
町
ー
ー
九 

橘
三
千
三 

森
田
登
一
郎
様

応
急
工
事
は
、
県
庁
監
督
の
下
に
村
受
工
事
と
し
て
九
月
十
八
日
竣
工
し
た
。
エ 

費
金
参
千
八
百
円
、
古
俵
一
萬
八
千
を
要
せ
し
と
。

(

舞
木•

森
田
稔
氏
祖
父
著)



嫁入り 214 
嫁入り道具 85
嫁入りのふとん 217 

ヨメゴ 87 
嫁ゴ観音 247 

嫁のあいさ'〇 91
嫁のお客 218
嫁の着物 218
嫁の里がえり 90,91
嫁の持参する着物 13

 
嫁の地位 89

嫁のつとめ(よめのつとめ).…

嫁の年始 90, 246
嫁の任期 90 
嫁•番頭の宿帰り 247 
嫁•婿の条件 211 

ヨメナ. 21 

ヨモギ 21,256, 257
齡 80 
ヨロ ク 91,92 
四本鍬 34 

雷魚 49
ライサマ(らいさま) 61,298
雷獣 61
雷電様 60
雷電神社 106,155
ランガイツタ ............ 297
ランプ ..............318,319

リ 

離縁 ......... 220 
理屈屋 294
陸上交通路 65 

陸稲 38,41
リヤカー 73 
龍宮伝説 290 

リュータッ 225 

竜柱 22, 291
竜吐水 340 

流木 98
寮の松 289, 291,295
料理屋 47
旅行 63 
隣保班 76 
隣保班長 79,81 

レ 

 
礼服 10
恋愛 210,212

 レ/センアシゲ 50

n

六算除け 56
六十六部 121

 六間取型 302
 p ク ロ 39

つ

ワカイシ 215
ワカイシュ.............. 84, 85
若い衆 212
若い衆座敷 216
若い衆半天 84
若衆宿 209
若水 237
若水迎え 237
若もち 245
若連 84
和讃 126,175

 糸帛 13

ワタウチ ……39, 40
 わたごべっか 151

綿繰り(わたくり)……39, 331,333
綿作 30, 39

 ワタシ 23

渡し舟 72
ワタダル 41,70
綿摘み 39

 綿の花(綿ノ花)......... 243；251

わたぶるL 331
綿帽子 214,216
ワタリ板 66
ワラジ銭 48
わらしべ 333
わらすぐり 333, 334
ワラニュウ 36,37
ワラ人形 234
藁鉄砲(ワラデッポウ、183, 237

 わらでっぽう) 280, 281

わらび 21
わらべ唄 179
わらまぶしおり 44
わりはん 16

悪口唄(悪口ぅた)

ワンギリ..................... 32



メシバタ 276 
目の病い 53 
メリーテ-ラ 32 

メリヤスシヤツ 12 
メンカ 157,158, 260 
メンコ 185
メンパ 22 
メンボウ祝L 39

モ

孟宗竹 58 
モク刈り(モクガリ) 76, 82 
モジアミ 43 
モジリソデ 12
モチ 166 
食并 59
餅つき(もちつき)……21,286, 287 
木工沈床 98 
モトギョウ 55 
モノ ヅクリ 236, 243, 244 
ものび 17

 物もらい(モノモライ)……53, 252 
籾摺り(モミスリ) 37, 283 
籾ひたし(モミヒタシ) 32, 33 
籾干し 37 
モモの節供 254 
モモヒキ 11 
ももわれ 9 
もやいうえ 49 
モヤ植え 33 
モヤシゴト 87 
守り子オビ 12 
モリッコ ••••207 
モリッコオビ 207 
モリコバンテン 12 
モロコシ 40 
モロコシボウキ 321 
モロミオケ 19 
モンジャキ 20 
もんじゅ焼き 20 
もんつき 10 
モンペ(もんぺ) 11,13

ヤ

家移り 23
ヤカガシ 32, 249, 250, 256 
焼きガマス 236 

焼判…… ......................................88

焼きビン(ヤキビン)…….

八木節 168,178
焼めし 20

 
焼餅(やきもち) 15, 20, 236

 
厄落し 208, 241,246

 
厄神除け 158, 255, 259

 
薬師様 111

 
薬師如来 111

 
役者 154
家崩し(やくずし) 86
厄年 206, 208, 246

 
厄年帯 208

 
やくのがれ 206

 
厄日 277
厄除け 207, 241
厄除け大師 208

 ヤヴラ 178,312
やけど 52
火傷のマジナイ 57

 
薬研 :..…316

 
屋号 88

 八郡三十三社参り 142
 

八坂神社 100
 

八坂神社の祭り 259
 92,147,148 屋敷柚荷 251, 279, 284 

 
屋敷木 26

 
屋敷鎮守 205, 251

 ヤスミ祝い 258
 

野草 ...... 21
  屋台......................

 矢立て 338
  奴稲荷(ヤッコ稲荷)……205, 206
 

柳川 15
 

屋根がえ 86
 

屋根ぐし 141
  矢の字...................... 12

 
やぶ入り 247

 ヤ•ベ 296
 

山入り 241
 

やまうど 21
 ヤマカガシ 298

 山神祠 102
山サレ 49

 
山仕事 49

 
山の神 150, 241

 
山伏 78, 290

 
山繭...................... 141

 
……ヤン 297

 やんめ 52,53

 
ユ

 
 結納 213,214,215, 216, 219
 結納おさめ 211

 結納金 212,219, 220
 結納目録 214,216

 遊廓 178
 湯灌 223

 遊行上人 120,199
 遊山日 246

 ゆず 58

 ユッソ 36
 弓 185

 弓破魔

 (弓はま、ゆみはま)...40, 207,286

 55
 

日 
 

 夜遊び(夜あそび) 84, 210 
 ヨウカヤキ 285

 
八日ヤキビン 252, 284, 285

 養蚕 42, 44 
 養蚕業 30

 養蚕組合長 79
 養蚕の神 150

  養蚕用のかご 329
 

用水路 31 
  ヨウタチ 224

 
ヨコキリ船頭 68,69 

  ヨコザ 267
  ヨシ 40
  ヨシガラ 239
  ヨシゴ 39

  よしっこ 88
 

ヨシ屋根 41 
  ヨセド 128

  よそいぎ  ……10
 

よつご 32,325 
  ヨッソ 335

  ヨッデ 49
 

四ッ身(よつみ) 12, 207
 夜泣き(夜なき) 54, 57, 208 

 ヨナッコ 297
 ヨナネズミ 297
 夜なべ 64

 夜なべ仕事 50
 

夜ばい 209, 210  夜ふかし 288

 嫁(ヨメ)…215, 216, 217, 219, 282
嫁いじめ 219



 
播きしん 38,51
•7クソ 203

 127
マクラガエシ 222

仏™ ヱ,h ー ビ、、'、 222,223
枕団子(マクフタンコ)….’ 29^ 

 
まくり 202

 
マゲ 43

 
まげもの 22

 
、中、 236,261マコモ馬(まこも馬)  264 

 
マダリサマ 107

 
マダリジンサマ 107
マチアミ 49

 
待ち女房(まち女房)……215,218

 
待矢場用水 32

 
松飾り 288
祭り 151
祭雛(子) 152,155

 
間どり 27

 
マブシ祝 258

 
まぶしおり機
,(:マブシオリ機) 333, 334 

 
ままこ三次 169
マムシ 298 

 
豆板 41

 
豆板こなし 329, 330

 
豆板するす 37

 
豆煎り 216

 
豆占V 249

 
wr 戶け-、 214,215  Sからカフ)......... 217> 249 

 
豆まき(マメマキ) 249

 
豆ランプ 318

 « 44
眉毛 218

か'、、 40,45,236繭玉(マユタマ) 243, 244, 245 

繭玉飾り 7 
魔よけ 222

 
マリツキ 185

 
まりつき唄 182

 
まるこ :..... 22

 
丸まげ(丸マゲ) 9,218

 
マワシ(まわし)……45, 46, 92,166

 
馬鍬(マンガ) 324
マンガ洗イ 22, 34, 258
マンガアレエ 258

 
万歳 171
万才数え唄 171,190 

 •v ンドウ 157, 260
 

万能(マンノウ、
 まんのう) 32,323,324

 

箕(み) 215, 328
 見合 t 210, 212

 
三河万歳 171,178

 ミヶ 252 

ミヶゴ 253 

御輿(みこし)…1〇〇,106, 259, 260
 実生苗 43

 水塚 7, 26, 76
 水かけ着物

 (水かけ着もん) 56, 231,232 
 水サヵヅキ(水さかずき) 比 

水騒動 99
ミズノュ•の日 255

水焼き 20
 

味噌(みそ) 18,19
 

ミソカ様 288
ミソカツノくレエ 288

 
みそだる 316

 
味噌漬 19

  ミタマサマ 248
 

ミタマノ飯 245
 

道普請 82,83
 

三ツ身(みつみ) .……11,207
 

三ツ目(みつめ) 91,217, 218
  ミトドヶ 217
 

 水口 .…32
みなさんよび 95

 
源義家 290

 
みの 10

 ミブオシ(ミブホシ) 32
未亡人 232

 みみず 52
耳だれ 52

 宮津節 165 
 宮参り 216

 三山敬愛教社 144
 

 三山敬愛神社 104
 三山講社 146

 民家 299, 300
 民具 315

 
 民謡  152

 
ム  

 無縁仏 234, 267, 268
 迎えイチゲン 

(ムカエイチゲン) 214, 216

 迎え火 237, 275 
 ムカエ盆 271,275

  蓑 16

 麦打唄 152,158,159,186

麦刈り 38,61 
 麦コガシ 237

 
麦こき 196 

 ムギコキ台 327
  麦こなし歌 160

 麦作 30, 38
麦作団地 84 

  麦の脱穀 327
  麦ぶち 38

 麦踏み 38
 

麦ブルイ 328
 麦播き(麦まき) 38, 64

  麦飯(ムギめし) 15,16
 

麦わら帽子
 (むぎわらぼうし) 9, 315

 むくみ 53
 婿(むこ) 84, 216, 217

 婿入婚................•……198
 むこ入りいちげん 214

 むこう仕度 13
 婿の酒 219

 虫歯 53
 虫封じ 56, 205

 虫除け 51,56
 武藤家 240
  武藤ケンモッ 240

  棟上げ 23

胸の病気 52
 村仕事.......................82

 村人足.......................76
  むらびろ 217

 

メ
 

 
 メ ー ダマ  244

  明治四十三年の nn
  大洪水(明治四十一..

三年の大水害) 152,160,299
 

命名 203, 204 
  め一けご 53

 
メカイ 252, 285

 メカゴ 53, 252
 メ グシ 197, 201

  盲縞........................ 13
 めくり板 198

 メ ケエ 198、226、252
 

メケゴ(ものもらい) 53, 252
 女獅子 157



二間取型 300  
ふだん着 1〇  
普通繩 62  
ブッコヌキダンゴ 7,17, 20
ぶっつけ 185
物々交換 74
不動講 139 
ふとん綿 40 
フナ 49  
船唄 163,164,189 
船株 66 
舟石(フナコク) 71  
船竿...................... 163 
船大工 68 
船付場...................... 71  
船荷.........................70 
船引き.................... 163 
船宿 68, 70,71 
フナワトウシ 37  

  65  
舟の神 70 
踏みどり..................... 49 
部落総会..................... 80 
振袖.........................10

振り棒(フリボゥ)..... 3159^328
 

フリマンガ 34  
フ/レイ 37  
ふれ正月 77

 風呂........................ 27
フロシキヨメゴ 88  
ブロック 71  
襌 12,13 
ブンノクボ 206  
分娩 200  

へ 

米作 30
 

 
弊束 260  

 
へズ 297

 
ヘソクリ 91,92

 
へその緒 201,202  
ペタ 297

 
电它........................ 58  
へびの絵馬 44  
蛇除け 236  
ヘラ 322, 323

 

 
便所詣り(便所参り、ベンジョ

 マイリ) 203, 204 
  弁天様(ベンテン様) 149> 289

 

 弁当のおかず 18
 

ホ

 ホーキ 200
 ホーキ神.................. 197

 

 ホー ロク 20
 棒打ち 159,196 

 方角........................ 63

 ホオカムリ 9
 方言...................... 296

 奉公人の出替り 237, 285
 奉公人の出かわり日 285

 ボウゴナシ 328
 ホウジャク 297
 宝生寺の閻魔と脱衣婆 115

 ほうずき.................. 184
 ホウズキの根 202

 ほうそう.................... 54
 ほうそう神 151,253

疱瘡神様
(ほうそう神様)……139, 205, 254  

 ほうちょう 317
 棒使い 156,157

 ホウトヴ.....................17
 宝塔山講................... 146 

 ほうど払い 225
 

 防風林...................... 26

 宝林寺...................... 81
 ほうろく 316, 317

 ,、 215, 216
蓬萊山(ほうらい山)  218 

23, 86, 94 
行器(ホヵイ、……141,231,232

 ホケイ、ホケエ) 339, 340

 乾いも 20
 (まし力,...................... 41

 ほしもんかえし 329
 ほしもんひろげ 329

 墓制...................... 197
 ぼたもち.................... 17

 ぼたもち作り.............. 159
 ほたる.................... 182

 ほたる籠 182,183
 ほたるこい................. 192

 ほたるとり唄.............. 182
ボタン 165

 墓地 229
 

 ボッカンツリ 49
 

 ホッキトウバ 233
  ボッチャラ 37

 仏の野回り 274
 ふに'士ハ厂士 K- ''巧ハ 198, 222
 ホト払い(ホトハフイ)….225,226

  ホマチ 91,92
  乐マチガイコ 92

  ホラ貝 71,340

  ホリ  297
  堀かり 82

  ホリザライ 82
  盆 95,265, 274, 275,276, 277
  盆うちの死者 234

  盆踊り 276
  盆踊り唄.................. 169

  盆買物  265
  盆がら 277

  盆勘定 99
  本家参り 273

  盆様..................267, 275

  本だき...................... 12
  本裁ち 61

 265, 266, 267,268
 盆棚 273, 274, 275, 276

  盆の食習 275
  盆花 266, 267, 268

  本日(ほんび) 156
 

分ザキfギソブチ)..…237,268,269 
  盆フチ(ホノフチ) 272, 273

  本分家のつきあい 95

  ポンポンドリ 298
  盆参り 273

 盆迎え 237,268,269, 272 
 盆ヤグラ..................168

盆屋根 272

マ
 

  舞木 80, 290
  舞木河岸.................... 66

  舞木城 290
  舞木太郎  290

  舞木の地芝居 153
  埋葬 227

  マイダマ 244, 251
  マイダンゴ 244

  前獅子 157

  マエブクロ 44
 曲り屋 299, 300, 303



初誕生 206  
ノくッタン 46  

 
八反取り(ハッタンドリ)…34, 35

 
八丁注連(八丁ジメ)…22, 258, 288
パットの灰 55 

初参り 238
 初山 204, 258
 

初山着物(初山ギモン〕..…236； 257  
 

初山参り 197, 207, 236
 

はてなし話 293
 馬頭観音-- 112
 

ハナ 157, 236, 243
ハナカキ 243  

 
花笠踊り 277

 
花木(ハナキ) 243, 244, 246

 
ハナゲ 244

 鼻血 54
 

ハバタ 323
ノヽヒショ 44
ハヒフ 53

 ハビロ 48
 ハヤシダケ 157

 はやり目 52, 53
 

はやり病L 53
 

腹帯(はらおび)……112,198,199
 

はらみ箸(ハラミバシ)•••243,246
 

春蚕 42,44
 59

 針供養 14, 210, 253
 

針仕事 64
榛名御師 147

 榛名講 147
 榛名神社 51

ハンカゴ 329  
 

判官 157
ハンギリ 231  
ハンギリ桶 317  

 
半夏 33, 51,58

 
ハンゲ様 259

 半夏生 259
  半夏坊主(ハンゲ坊主)……33, 259

 
バンシ 297

 晩秋蚕 42, 43, 44
半鐘供養塔 119  
帆船 68  

 
ハンダイ 94, 340
班長 80  
ハンデタケ 36  
半天 12  

 ノヽンデン 26,35
般若心経 125 

ハンの木 13,14, 26, 44
半めし 16 

 
ヒ  

 ヒイラギ 26 

 冷え性 52
 

稗抜き 35
 ヒカリコボレ 42 

 
彼岸 95, 254, 279

 
彼岸入り 254

 彼岸のアヶの日 279
 ヒキガエル 297 
 

引き付け(ひきつけ) 52,53
 引舟 68

 日限り地蔵 112,115
 ヒキワリ 16, 38

 ヒキヮリ飯 15 

日暮八幡 104
 ヒコログシ 24
 ヒザナオシ 216 

 左前 60 

 ヒチヤ 204 

ヒチヤギモン 203, 204 
 ヒッケシナノカ 227 

ひっこしがゆ 21 
ヒデ鉢 318 
人魂(ひとたま) 220, 221 
-ツ# 11 

 
人の呼び名 298
一間取型  ........... 300

 ひとみ 207 

ヒナ市 253 
 

雛様(ヒナ様) 253, 254
ヒナの節供 253 
ヒナ祭り 253 

 ひねみそ 19 
 

丙午 98, 212
日ノ御子様 290 

 
旭向八幡 83,103,104
旭向八幡神宮 144 

 旭向八幡神社 145 

レく 20 
ヒバ湯 20 
火吹竹 209 
火伏せ 247 
火伏せの神 248 
火伏せの法 104 

ヒモカワ 20 

 火燃し 62
 

ヒャクイロ着物 206
百万遍 60,115,121
百万遍念仏 115
ヒヤ汁 16
白狐 106

 百本マンガ 324
 評議員 79, 80

病蚕 44
 ヒョウ祭 254

  ヒョットコ 103
 

ひらぐわ 322,323
 

肥料 39
 昼寝 62
 広間型 300,301,302

 
ビワ(びわ) 26, 58

 
ビンチャン 226, 227, 297

 ビンチヤンカイドウ 227
 貧乏徳利 318
 

  フ

 
ファルセット唱法 159

 
夫婦養子 88

 
笛 157

 
フカリゴ.… 87

 
吹き竹.................... 209
フキゴモリ 23

 
ブク 109, 234

 
副食物 18,19

 
福茶 250

 
フクビョウガン 55

 ブクリュー(ぶくりゅう)…54, 63
 

フシ 156
 フシゴ 44

 富士講 141
 

富士浅間講 142
 

富士浅間神社 207
 

富士登山 142
 

節日(フシビ) 16, 83
 

不祝儀(のたべもの) 18
 

不祝儀用膳椀 84
 

不成就日 14
 

不浄日(フジョゥ日) 55, 241
 

藤原長良 289, 290
 

藤原秀郷…… ............. 290
 

不整型田字型 301
 

不整型四間取型 ……301, 302, 303
 

付帯目的 160
 

双子 208
 

フ' タツメ 217



二十二夜塔 138  
ニッカン 223
ニッキ 185
にないおけ 73  
ニヌシサマ 70

 
二 〇午 252  
二百十日 277  
二番子 34,35  
にぼうと 17  
ニボウトウ .......... 20  
入家式 214  
入定様 290  
ニワアガリ 17, 90, 91,95
(にわあがり)  282, 283 

 
ニワトコ 243

 
妊娠 198, 201

 
ニンバ(荷場) 73

 
ヌ 

 
ヌイトヌ 297

 
ネ 

 
ネーマ(苗間) 285  
ネエゴ 297
ねかせ唄 179
寝がや 63  
根刈り...................... 42  
寝棺 224  
ねき’........................ 59  
ネコ(半天) 12  
ネコッケタガヤシ 325, 326

 
ネ•ゴノシッポ 87

 
ねじりっ木 64
鼠返し...................... 42
ねずみっぷさげ 283  
ねずみ取り器 321  
ねずみ除け 44  
ネックイ 185  
熱さまし 52  
弥々子様 151, 255, 291  
弥々子神社 107

 
ネブタ流し 262  
ネブト流し 261
年回 232, 233  
年忌 95, 232  
年始 238, 239  
年始回り(年始まわり)……95, 238
年中行事 236 

 
63,121,122, 229 

忍1ム 254, 256, 283

 念仏踊................ 121,140
 念仏玉 231

ノ 

 農具市 74
 農事実行組合長 79

 納税組合長 79
 農家のエビス講 281

 納棺 224
 農閑期の女の仕事 50

 農休み 83, 259
 農休み勘定 99, 259

ノ ゲ 159 
野コギ 37

 ノゴキ  296
 ノコギリッパ 242

 のちざん 201

ノッキリ競馬 247
ノッツケオカミサン 87, 90

 ノ ノコ/くンテン 12

ノビ 44
ノボリ荷 70, 71

 上り荷物 67
 野回り 237, 275

 のみの夫婦 88

 ノ メンボウ 73
 野ラ帯...................... 11
 野良着(野ラギ) 11

 ノラボ 297
 乗切り競馬 178

 乗り鞍 335
 ノリ仕事 50

 ノロ 98

ノヽ 

 歯 53
 肺炎 52
 灰小屋 27

 端唄...................... 177
 媒妁人(バイシャク人)……85, 212

  灰すげ.......................41
 ハエ取リ器 321
 墓掃除 265

墓なおし
 

 (ハカナオシ) 227, 228, 231
 墓詣り(墓参り、 ..... 227, 228, 231 

ハカマイリ) 232, 254 

はかま返し
 (ハカマガエシ)..…211,213,215 

 ［爻かり 338
 計り箕...................... 62

  萩の箸(はぎのはし)-21, 239, 240
  履物 59

 白山神社 1〇〇

 バクチ 72
  羽黒山の先達 144

  箱膳 18,317
  箱船 66
  はさみ箱 339

  箋 59
  橋神様.....................199

  ノ、シタゲ 70
  孵船 65

 走り日(彼岸) 254, 279
 はしり団子 254

  ハシワタシ仲人 212
  橋わたり 205

  ハス 40
 ハスンゴ 297, 298

 機織り 13, 45, 46, 61,63
  はたおり唄 165,166,167

 はだかじやる 337
 裸参り 238

  はだっこ 207
 ハタバ 304

 
機場まくり(ハタバマクリ).…  

  機や 74
  破談 219

  鉢 316

  ハチガケ 99
  はちさされ 54

  八十八才の祝い 209
  八十八夜 32, 33,256

 八長良.....................106
 はちはいどうふ  228

  八幡様 79,151

  八幡神社 103
  八幡神社の祭り 260

  八幡太郎義家.............. 1〇4
  バチマンノウ 32

  パチンコ 185
  初午 ……17,18, 236, 250, 251,252 
  二十日正月 248

 初雷(初かみなり) 249, 259
  ノ、ックンチ 279

  初子 201
  

  八朔の節供
  (ハッサクの節供) 90, 278

 初節供 90, 206,207,219 初郎供 253,254, 257



燈籠 259
道口ク神 149, 245

 
道陸神様 289

 
トカケ 99

 
トカゲ 297

 
常磐津 153

 
毒消売り 74, 75
どくだみ 54 

徳利 318
 

とげ 52
 

トコ 301,310,312
 

床入れ 217
 

トコノくン 86
 

床掘り(トコホリ, 86, 225, 226
 とこほり) 227, 228, 231
 

トコワキ 310
土出 98

 
年祝(い) 63,197

 
年男 237, 242
年神 237
年神様(年神さま)……33, 245, 248

 
年神棚 239, 250

 
年越し(トシコン) 249, 250

 
年越しソバ 288

 
年取り(トシトリ) 249

 
年取りの豆 250

 
午取り豆 252

 
年豆 18

 
どじょう(ドジョウ)……15, 21,49

 
渡船 68,69

 
渡船場 66

 
土葬 85

 
トダナ 301,312

 
トッコ 297

 
土手刈り(土手がり) 76,83

 
土手普請唄 177
とときっぱ 21 
隣組 225

 
利根大堰 31,32, 95

 
利根加用水 31

 
利根川 65
トバ 68,71
土ば 85

 
土端打ち 161,162

 
土端打唄 …152,161,162,186,188

トボー口 

(トボウグチ) 27, 215, 304

どぼうろく 142
富岡城 262

 富永の酒米 32

 とも 164
 ドヤマの鐘ゴク 81

 
土用 34, 260

 土用ゴマ 59
 

土用干し 34
 土用の丑の日 260

 土用芽 26
 

 トリァゲ'バァサン 203；204 

 トリッケシ 297
 卜.リのクチ 32

 とろめし 59
 

トンツキ 226, 228
 ドンドン焼き 236, 245

とんび 184
 どんぶ 185

 
とんぼ(トンボ>..58,101,225, 298

 
呑竜様(呑竜さま) 206, 288

 
呑竜坊主 206

 
 ナ 

 ナイゴ 298 

 苗木 30
 苗とり 33, 34, 61

 ナエバ 287
 苗ほぐし 34

 ナエマドリ 298
 苗間の水口 246

 長唄 153
 ナカザシキ 302

 中獅子 157
 中島 78

 なかすかし 87
 中スミ柱 304

 ナガダコ 22
 ナカヌキ 87

 
 中野耕(中野がすり) 45, 331 

 ナカノクンチ 279
 ナカノマ 302

 ナカ’'ムシ 245
 長持 318, 320

 長持車 26
 中森木綿 39, 40 

長良様 99 

总电妯并 101,106,154,194
 長艮押杜  259, 279, 289 

 流れ灌頂 

 (ナガレカンジョ) 56, 233 
 

中綿(ナヵワタ) 13, 39

 
ィ出. 84, 210, 211, 212, 213, 214

  1干人….215, 216,217, 218, 219, 220
  仲人親 94

  仲人口 212
 仲人のゾウリ切らし 212

  仲人のナナデンボ 212
  仲人礼 212

 なす 59 

 ナスガラ 59
 なすの木 13, 44, 46 

  なすのへった 55
  謎 296
 なぞかけ坊主 296

  夏蚕 44

ナットーマツリ 278
 なでどり(ナデドリ) 34, 35

 七草(ナナクサ)……184, 242, 246
 七草がゆ(七草ガユ) 17, 242 

  七草なずな 184

 七十七才の祝I 209
 鍋借り 241

 
鍋谷 .....78

  鍋谷の笠踊り 277

  ナベヤッカゼ 295
 

なめもの(ナメモノ) 15, 20
 ならし唄 160,162 

  ならの実 46
  成り木 236

  成り木の呪い 244
  成田船 72

 
成田詣 ........... 69,178

  成る木責め 247

  ナレアイ(なれあい)……209, 212 
  苗代 32

  苗代作り 256
 

繩すり 333, 334 
 繩ない(なわない) 39, 62

 ナンゴ   297
  難産 201

  南天 54

  ナンド……200, 201, 300, 302,309
 

 
 

ニアガリ 36,128
ニアガリ庚申 283 

 荷鞍 335
 

荷車 73 
 にざいりょう 217

 
 二十三夜様 138

 二十三夜塔 139



 
誕生祝V 206

 
誕生餅(誕生もち) 206

 
たんす 318,320

 
壇徒総代 80

 
ダンナ 87

 
タンポポ 20,21

 
チ 

 
地下足袋 9
力石 294

 
力競べ 50

 
チカラゴイ 197, 201

 
チカラゴメ 197, 202

 
チカラメシ 202, 224

 
畜産 49

 
チジミッコ 44

 
地搗唄 177

 
乳づけ -203

 
ちづけおや 203

 
血止め 52
チバエ...................... 80

茶 21,40, 59
 

茶ズッパイ 252
 

茶ゾッペ(ちゃぞっぺ)……18, 252
 

チャ ノ マ 27, 302, 312
 

茶木錦 40
茶屋 72 
茶綿(チャワタ) 14, 39, 44

 
茶碗 59

 
中院和讃 122

 
中気 54

 
中日 254,279

 
中宿 214, 217, 218

 
ちょうちょう 12

 
ちょうちん 318

 チョチンコ 44
 手斧 48, 301,304
 

調味料 18
 

チリトノくシ 37
 ちん小僧 295
 

鎮守様 205
 

賃機 13, 45, 46, 74, 331
 

賃ばた回り 46
 

ツ  

 
追弔御和讃 125
通過儀礼 197

 
ツエ 225

 月オガミ 286
 

接木 43

 月の輪 97
 

 つき日 55
 憑きもの 64

 告げ(ツゲ) 198, 222, 223
 つげびと 85

 つけ物 19

ツジオダンゴ 285
辻ろう(辻口ウ) 225, 226

 土ぐも 184
 戊の日(ツチノエの日)…254, 255
 

筒粥神事 51
 つづみ車 331

 ツノカクシ 224
 ツノダル 339

 つのぼう 73
 ツブシ 16

 つぶれ屋敷 92
 壺屋 300, 304

 摘み桑 42
 爪切り 241
 爪ひき地蔵 118

 ツメリッコ 20
 通夜 223

 釣リッコケ.’....................................28
 ツルシ柿 21

 つるべ井戸  28

  テーラー 73
 

出おくれ 220
 

出替り 285
 テガラ 21

 
適令期 211

  
 

手ごだわら 73
  堤防くずし.................. 97

 
手甲(手こう) 11,223

 テテナシゴ 87, 220
 

手拭のかぶり方 8
 

手4玄た 166
 テノくンコ 209 

 
出穂 35

 テボウキ 337,338

手ぼうきもろこしの実 20
手間っかわり 49,87

 手マンノウ 35
 テモッコ(手もっこ)...73,336,337

 出羽三山 104, 256
 寺アルキ 223

 
寺世話人 81

  寺の年始 241

  てんかん 52
  天気 60

  天狗様 241
  伝承者 155

 
天神講 140, 249, 253
天神様 102, 206, 255 

 天神原 77
  天神祭り 253

 天神やっこ 206
 伝染病 98

  テンテガエシ 297
  デンデックワ 323
  伝づな 225

 
伝統音楽 158

 天王様 100,102, 259
  てんびん 335
 

天びん棒 73,336 
  デンボウ 297

 
天満宮 102

 
  卜

  トーモロコシ 51
  トアミ 48

  砥石 327
 

問屋 65, 68,71

+ R 布 17,183,192, 237 
 卞 H 伙 278, 280, 281

 
十日夜唄 :..................... 152

 とうぎみ 58
 道化 157

 洞源寺 ..........109
 東光寺 111

 冬至 250, 286
 

冬至ガユ 286
 冬至トウテス 286

 冬至祭 142
 冬至巳待ち 286

 冬至ユズ 286
 動植物のうた 184

 道祖神 149, 236, 245
 

道中ブシ 158
 盗難除け 56

塔婆 232
豆腐 59

 
東武鉄道 66
唐箕(とうみ) 40, 328,329

  トヴモロコシ 59
 

堂山 289
 棟梁 23



先祖迎え 272
 

洗濯もの(洗たく物) 14, 59
 

センツケ 62
 センテ 43
 センテバサミ 43

 船頭 47, 65, 69, 70,163,164
 

船頭唄 164
 

船頭のしたく 163
 

センバ 36,37
 

センバコキ 36
 専番 165

せんぶり 54 
千遍返し 61

 
千本マンガ 324, 325

 
染料 13, 46

 
ソ 

宗海 119
葬儀用品 224 

葬式 77, 95, 222, 223, 225 
葬式祝儀 55

 
葬式の役割り 225

 
相続 88

 
ソウマ 48

 
ソヴメン 16

 
草履 23

 
ソウリョウ様…266, 267, 268, 272

 
葬列 225, 226

 
即道様 115

 
底抜け  199, 200
そこ豆 52
ソデナイ 15

 
外あまど 85
供え物 239 
そば 15,16
ソバカキ 20 

 
ソバ粉 50
リ八ッカキ.................. 16  

そめかすり 10 
 

そめがすり 11
 

反町の薬師 207, 208
 

反町薬師 205
 

村会議員 80

夕 

 
大神楽(大ヵグラ) 103, 252

 
大工の三大道具 48

 
大工用語 48

 だいこんつき 20
 大根の年とり 280

大根の葉 20
 大師講 140, 256

 太子ガユ 286 
 大正車 73 

 大尽 62 
 

大神宮さま 27, 248
 大豆 40, 41

  ±豆粕...................... 41
 

ダイドコ ロ 302, 309, 311
 ダイハチマナコ 252 

 
堆肥 247
堆肥出し 247 

 大日講 146, 256
 

ダイマン 252, 285
 ダイモン 285

ダイモンカエシ 285

タイヤク 228, 231
 

大役さん(タイヤクサン)…157, 228
 

代理者 79
  33, 61,62, 87, 246

 田植又  258, 259, 287 
 

 田植ぎもん 11
 田植の服装 34

 田植え日傭 259
 田植休み 90

 田ウナイ 32

高尾山 147
 高瀬船 66, 67,70

 高機 44, 45
 田刈舟(タヵリ舟)……34,36,335

 
高灯籠 109, 261,269

 (タカンドウロウ)…… 272, 273 

 タカンボ 12

他行の講 140 
沢庵 19

 49
 

竹馬 185, 341
 

竹ごうり 22
 

武田勝頼 240
 

竹とんぼ 185
 

竹なんご 185
 

竹の杖 226
 

竹の箸 239
竹箸 238
田こすり(タコスリ) 35, 325

 タコつきザンザ節 187
 多胡早生 42

 田スキ(タスキ) 199, 322
 助け舟 66, 69, 76, 98

 
立ち針 59

 立振舞(たちぶるまい)…140,141
 

脱穀 37
 

竪穴住居 ....... 300
 竪穴住宅 300

 
立棺 224

 樅棺 ............ 224
 

建て前(たてまえ) 23, 86, 95
 

たどん作り 331
 棚上げ(タナアゲ) .............232
 

タナガケ 36, 37
 

棚探し 241
 

心力 28, 236,261,262
  てノ 263, 265, 272

 
七夕飾り 261, 262, 263 

  七夕さま 262

 タナバタサマノウマ 262
 七夕節供 262

 タナマイリ 234, 273, 274
 田の草とり… 34

 田字型 302
 たのまれ仲人 94, 212

  タノ吸しヽ.......... ...... 298

  足袋................  9
 足袋ばそん ................9

  タブドウ 297
 

田舟 30, 36, 335
 タマッチロ 297

  玉の輿 211
  玉繭 44

  魂よび 221

 タモツ(反物) 223
 たもと 12
  タラッペ 21
 

t 、' 210,211,213
 樽入れ(たるいれ) 214, 219

 だるま 44

 ダルマ屋...................U8
 タレコ 44
 

俵あみ(タワラアミ) 333,334
 俵編み台 334

 俵 ロ 338, 339
 タワラグミ 26

 
俵瀬 ..........290

 田原藤太秀郷(俵藤太秀郷)…• S3
 

俵ペシ 334
 

タン 316,317
 ダンゴ 17,111

 だんごじる 16
 誕生 197



 
ショウゲン稲荷............106

 将源屋稲荷.................. 51 
焼香 225
上州名物.................... 85
定使い 77, 80,81,83

 
ショウズカノバアサン 116

 
しょうづかばあさん 56
聖徳太子 140, 291
聖天様 288

 
昭天様 44
商人のエビス講 281
消防団 79, 80

  
 

ショウブ湯 257
 

ジョウヤ 99
 

しょうゆ.................... 19
 

ショウウュしぼり 317
 

ショウユノミ
 (しょうゆのみ) 19, 20
 

、„ +推 266,267ン3ウリ3ヴ様 268,275  
 

精霊様 267
 

精霊花 275
 

燭台 318,319
 

職人 47
 

職人の着物 48
初産 201 
除草剤 35

 
初七日 231

 
除夜の鐘 288
ジョリン 38

 
女郎屋 72,111

 
白井権八 168
シラジオキ 48 
シラタ 297

 
シリカ''ノレ女 88

 
じりやき 20

 
汁かけ飯 62

 
次郎の一日 249

 
白綿 39, 44

 
仁儀 47

 
神功皇后 257

 
神経痛 53

 
身上まわし 88, 89

 
身上わたし 89

 
神社総代 80,156

 
親戚づきあL 94

 
神葬祭 235

 
神葬式 234

 
新宅(シンタク) 89

 シンダンボマワリ 238
 新築祝t 86 

 しんつみ 39
 甚兵衛ゴマ 185

 シンボウ返し 22
 

新盆 261
 

新暦 237
 

 ス 

 水死人 98

炊事 18
 水車 18,38

 水上交通 65
 水天宮 200

 すいとん 17, 20
 

 水防 97
 

 末子 204

末のクンチ 279
 

須賀神社 106
 菅原道真 102

 すき...................... 322
 スギ 323
 

杉田伝蔵 295
 すくい網 331

 
 スグジ道 72

 
 スグリ道 72

 
 すげ笠(すげがさ)…….…2i492^ 

 スケット(すけっと) 49, 82

 直屋 299, 300
 

須佐之男命(スサノオのミコ
 卜) 106, 259

 スシタ 296
 スジヒキ 324, 325 

 ススタ 296
 

スス竹 285
 ススナデ日 285
 ススハキ 285

 ススハキ日 285
 

 スズメ追し、 35
 

スズメ除け 32
 ススリダンゴ   251

  ズダブクロ 224
 

頭痛 52,53
 ステバ   223

 
 ストッコ 17

 
 スナメ 297

 スバ 167
 スペインカ、ぜ 53

 スマシ 19

  スミズカリ   252
 

スミッヵリ 7,17,18, 59
  (すみつかり) 236, 250,316

  スミツカレ

  (すみつかれ)…17, 251, 252, 287
  角力甚句 177

  スリボウ 337

 スル 158
 するす 37

  座りまりつき唄 182
 

セ  
 整型四間取型 302

  せいこんまわし 46
 

製糸工場 47
 

精神鍛練 156
 青年会 84

青年集団 197
 

青年団 80, 84
  セイフロムコ 88

歳暮 286
 青面金剛 130
 施餓鬼 109, 276

 せき 53
 石尊様 109

 石トン様 109 
 赤飯 17
 セジ 68, 69

 
施主 85

 セチ ..... 236, 238
 セチ餅 286

 節供 90, 256
  節供ぎもん 13
 

始八 51,93, 237, 239
  節分 249, 250, 259

  節分の豆 17
 

瀬戸井の太々神楽 154
  ゼムシ 298

  セメト' リ 35
  セリ…… 21

  膳 317
 

センキ(せんき) 52,167
  

センキンタンの唄 167
 浅間講…… ............... 142

 浅間神社 207
 

線香の灰 55
  千手観音 111

  染色 44

  せんす 169
  先祖様 274



 
蚕業取締所 43

 
産後の食事 202

 
ザンザ節 161
三々九度 215, 218 
蚕種 42

 
三十三社詣り 142

 33年忌 232
 さ州木綿 40

 
産泰様 199, 200

 
産泰信仰 197

 
産泰神社 200

 
棧俵 37, 208

 
さん俵編み 334

 サン‘ダワラッペエシ 222
 三途の川の渡し賃 224

三人兄弟 292 
 

三年みそ 316
 三の午 252

 さんばいね 60, 298
 産婆さん 94, 200
 

棧橋 66
 三番子 34,35
 

産婦の髪 202
 

産婦の着物 202
 

産婦の枕 200
 

産婦の休み ........ 202
 

産部屋 200
 

サンミメエ 202, 205
 

三軒モヤ 82
 

三夜様 139
 

さんやま講 145
 さんやまち ......... 139
 三輪車 341
 

三隣亡 55
 

シ  
死 222  

 
ジオゥ様 277

 志海 119
シカジッ 142  
ジガラ 40  

 
ジガラ臼 38

 直播き 32
 自給肥料 41

しぐれ八幡 103  
地獄の釜のフタ 260  

 
仕事着 11
仕事始め 241  

シコノレ 297  
獅子 157 

 獅子頭 157,158
 

地芝居 101,153,154,178
 

じじま 10,11
 

獅子無 10p,105,106,157 狮于舜   195, 236, 260 

 獅子舞の種目 158
 死者の霊 232

地震 127,128 
 地蔵盆 260 

 地蔵和讃 175 

 シタイガミ 223 
 

シタケ 68,164, 295, 297
 シタゴシラエ仲人 212 

 七五三 280 
 七五三のお祝い 208 

 
七夜着物

 (シチャギモン)……197, 203, 204 
 

地鎮祭 22,86
歯痛 52 

 
しつけ 59, 62

 ジッコウ 76, 78
実行組合 84 
自動車 73 

 しのかご 330 
 しのぎ 226 

 死の知らせ 220 
 篠笛 154 

 
芝居 153,154
芝居小屋 153,154 
芝居の出し物 153 
芝居の伴奏 153 

 芝植 162 
 芝植唄 162 

 しばみの 315 

シバヤキ 82 
シビトッパナ 297 

 
支部長 80, 82

 ジフテリヤ 53 

シブト 99 
 

四方がため 23
 四方神 151 シボ9 47  

シマイノクンチ 279 
 シマヘビ 298 

シミツカリ 252 
しみづかり 20 

 
しみどうふ 20
ジムグリ 298 
シメエグンチ 279 

 
シメ飾り 246, 287

 下肥 41
 下参宮 140

 下中森 77,80

 下中森河岸 67

シャカ 253
  シャクシ(しゃくし)……297, 322

 釈尊御真言 126
 

社日 254, 279
 

社日様 107, 255
 

社日神社 107
 

社日参り 255
 

シャベル 322,323
 

砂利船 66
 

舎利礼 125
 

ジャルモチ 220
酒落 295

 
ジャンボン 16, 226

 
十王様 117,247, 277

 
十王図 116

 
十王尊 116

 
祝儀 85,198,210,217

 
十九夜さん 147

 
十五日ガュ 243, 246

 
十五夜 278, 279

 
十三仏 229

 
十三仏の念仏 229

 
十三夜 278, 279

 
主食 16

 
十七島田 15, 64

 
出棺 226

 
シュウトメ 215

 
収納祝I 283

 
ジュウノウ瓦 314

 
十文字 42
十八ガュ 247
十八長良 289

 十八長良様 106
 十六ダマ 245

 十六バチ 244
 しょいはしご 73

 しょうが 51,58
 

しょうがぜつく 90,91
 

ショウカチ 54
 正月 ...... ...... 236

 正月様 237
 

正月棚 239
 ショウガの節供 278

 
聖観世音 112

 
蒸気船 66, 69

 
商圏 74



こうで...................... 53 
香典 223,231 
香典かえし 231,339 
強盗のちょうちん持ち 295 
ゴウブシン 76,82 
弘法大師 39,255,291 
弘法伝説.................... 31 

郷役(ゴウヤク) 68,76,82 
高野山.................... 267  
御詠歌.................... 126 

古海役(コカイ役) 71,76,82  
五箇河岸.................... 66 

五箇五名 78,93 
五月の節供 256  

五箇の渡し.................. 67 

小かぶ...................... 40 
御吉走(+キソウ)..........142 ' 

コキアゲ 36 
コケバナのハナマキ 158 
五軒組...................... 95 

九日茄子 59, 279 
コザ 226, 300,301,310,312  
小作米.... .................. 99 

小作料....................... 99 
コシ ............... 226

 
乞食 48,99 
コジキノ雨 297 
コシゴ'ザノレ 337 
コシゴト 47 
コシザノレ 337 
ゴシの実 54 
腰巻........................ 12 

 

 五十五のダンゴ……208, 237, 283 
こじゅけい 298 

 
御祝儀のたべもの............18 

コジュウハン 236 
 

こじゅはん.................. 15 
小正月 236  
御所車.................... 225 

コジョウハン 159  
ご神水 144,145 
コスリ 34,35
ごぜ 177,17S 
コゼ繩 62,33€ 
子育観音.................. 111 

 子育て信仰................ 20E 
ごたいぎぶるめえ 2U 
ごちそう.................... 1'  
伍長 77,8(

 小道具 154,157
 ごとく   97

 琴平坊主.................. .

 こと八日(コト八日)236, 284, 285

 M  295
 小荷駄 71,73

 五人組 .

 コビ社 279

 ゴフ

 古峯原 146,147

 コマイ穴 304
 Iコマイ,カキ 86

 コマイ竹 304
 駒形神社 83,107, 260

 ごまのはい 72
 

 小間物屋 74

 小廻船.......................65

 小麦 38, 41,278
 小麦まんじゅう 17

 ゴムまり 182

 米 16, 41,278
  米作り .

 Iコメ ノイトコ 296
 米の飯 16,222

 子もり 179
 子もり唄 179

 こやしじゃる 338
 コヤシマンノウ 336

 子安観音さま 1"
 御来光 142

 御来迎様 卵5
 五料の番所 72

 婚姻 197,210
 , こんがすり.................. 11

 , 金剛講.................... 140

  -ゴンジ.....................185
 )金精様 111

 ) 権田コキ 38

 j 婚約 213

Mサ 

 5
 1 西行(サイギョウ) 47, 48

 5 在郷軍人 84
 8 再婚...................... 22C

 7 裁縫の一人前 1'
 〇 祭文......................仍

  祭文唄 173

  竿根 163

  境木 31

  サカイセブリ 296
サカエカブ 51 

  サカサ塔婆 233
  魚とり 48,49

  魚のアラ 41

  左官 48

 224
  作神 254

  サクガミ様 128
  さく切り 61
  さく繩 62

  作番頭 284

 サクヨセ 39
  座繰り 14,165, 332

  酒の強い人 294
 

 下げ棟 55
 

ササラ……100,236, 260, 337, 338
 ササラの起り 158

 ササラの行列 157
 ササラの組織.............. 156

 ササラの練習 156
 坐産 200

 18, 70, 77, 86,102
さし 103, 209, 248, 253 

 300, 301,302
  ザシキ 309,311,312

  雑草 41

 サッマ 202
  さつまいも 20, 41

  サッマ苗 40
  里がえり…205, 217, 218, 246, 278

  サナ 22, 37, 38,158, 327
 

 さなぎ寄せ................ 165

  サナダオビ 12
 サナブチ  40
  サナブリ 34, 258

 座奉行(ざぶぎょう) 85
 座布団 88

  サマ 309
  ザマ -338

  サヤド様 149
 ザラ 163
 ザラヌキ 163
  j ザノレ 226

  I 猿田彦大神 127,128
  ) 申の日 58

  三月豆 297
  ] 三力日 239, 240



キヨメ 228  
切り傷 52  

 
切り太刀 157,158
きりだめ 22  
禁忌作物 93  

近所づきあL 95  

金肥 41 
 

ク  
くいぞめ 205 
くいぞめのお膳 205 

 
くぐり 52

 ククリ姫命 100
 く こ 21

 くさ(おでき) 52
 くさかき 323

 草刈り 82
草刈り鎌 326 

草とり 38
草取り鎌 327

 草花栽培 42
 草花の栽培 30

クサル 297  
 

グシ 23, 311
グシ瓦 23 
グシマツリ 23  

 
ぐしもち 23,86

 
クズ米 15

 屑繭 44
 クズ屋根 24, 41

薬屋 74, 75
 

口説節 169
 下り荷 67, 70, 71

クチガタメ 213 
クチキヨメ 213 

 クチ士シ 14, 44
 

区長 79, 80,81
クツムキ 56  

 
国定忠治 168
クネギリ 26  
くねゆい 285 

 
区費 76, 79, 80
首切地蔵 291  
クビレワラ 200  
熊野様 256  
熊野の観音 111  
くま柳 54  

グミ ...................26 
クライボシ 204  
倉開き 243 

 
鞍掛 103,104
鞍掛八幡 104 
クリゲ 50 
車枝 55 
車長持 320 
くるみの皮 46 

グルメ キ台 •••14,331,332
クノレリ 328
くるり棒 37, 328

 
 クルワ(曲輪) アア,79, 85,103

109,111,112, 240 
暮市 74, 286 

 暮勘定 99 
 クロ(田の) 32 

 黒谷 124 
 桑 42 

 
くわ(鍬) 323,324

  鍬入れ(クヮ人り).………243： ^5

クワイレ様 242,245
 

クワイレ松 242, 243
 桑切り 42 

桑切り鎌 43 
 

桑切りほうちょう 317, 331
桑くれ台 43 
桑つみ 61 
桑苗つくり 43 
鍬の使い方 51 
桑畑 42 
桑モギ機 43 

 
桑もぎ包丁(桑もぎボウチョ

 ウ) 43 

軍人合せ 185 
 

 ケ 

 
芸者屋 47,72
芸能 152 

ケエド 237 
ケエドワカレ 23 
ゲエロコ 297 

 ゲキジョンカン 101 

下参祝 141 
下山祝 141 
下駄 9 

 
血脈 224

 
血脈料 223, 224
血圧 53 

 
結核 52

 
結婚 211,213

 
結婚式 95, 210

 
月牌 267

 
毛羽採り機 45

 
ケラ ................................. 298

 
ケリップエ事 98

 
賢海上人 120

 
賢海上人御念仏 176

 
けんか相撲
(けんかずもう) 99,101,102
ゲンゴロウ 35, 325,326

 元三太子 246
元三大師 208

 
源田稲荷 289

 
建築儀礼 22

 
検地の測量台 339

 
けんちん汁 20

 
げんのしょうこ 54

 
ケンモツ橋 240

 元禄袖 12

 
 コージハン 15

 
コーチ ........ 77

 コービマーチ 279
 ‘鯉 40

 鯉口 12
 鯉のぼり 257

 
小池家 240

 小石 205
 

小泉瓦 314
 小泉焼き 38

講 127
 

光恩寺 205,207, 208
 

航空防除 35
後継者 156
後見人 88

 
コゥザ 27

 
香時計 341

 庚申 281
 

庚申供養塔 132
 

庚申講 29,127,135
 

庚申講の掛図 133
 

庚申様 ……128
 

荒神様 34
 

庚申塚 128
 

庚申塔 --128,130,131,132
 

庚申枕 135
 

庚申待 127,128,134
 

洪水 76, 95
 

コヴセン 20
 耕地整理 30, 98



 
61

 
かぜ(風邪) 53  
肩こり 52  
カタシ 43

 
カタックイ 16

 
カタ/くリッカ.............. 297

 
かたびら 224

 
片見月 279  
片目の白蛇 291  
歩渡船 65
カッタテグサ.. 35
カッテ 302, 303

 
ガット船 68

 
河童(カッパ)……64, 259, 261,292

 
カッ力”エシ 259
カッゲエシ 38 

236,261,262
カ ノ モ馬 263, 264, 265 

 
家伝薬 55

 
門火 272

 
カド松 239

 
門役(カドヤク) 81,82

 
カナゴキ ……37, 38, 327, 328, 333

 
カナゴキ払L 37

 
カナツノ 37

 
カナ/くノく 202

 
火難除け 246, 286

 
鉦打 109

 
かね玉 221

 
カネッケ祝い 218
カネマキ 158 
力/くシラ 298

 
カビタリ餅 284

 
カブマトリ 35

 59
 

カマアガリ 36
 

ヵマ神様 22, 34, 237
(かまがみさま)  239,288 

 
ヵマガリ 283

 
カマギッチョ 297

 
カマキリ 297  
カマップタ 261

 
カマップタヒガシ 261

 
釜のクチアキ(カマノクチア  キ) ............ 236, 261

 
カマノフタ 260

 
カマボコ 297

 
カミアライ 217

 
神送り 279

 
神隠し(カミガクシ).…..…64, 222

 上五箇 78, 79
 上五箇のササラ 156

 雷(かみなり) 61,298
 雷除け(雷よけ) 56,61

 神の合祀 151
 神迎え 283

 上中森河岸.................. 66
 亀田鵬斎 133

 加茂様 44
 家紋 88

 かや(蚊帳) 63
 萱野 79

 カヤ場 24 

 ヵヤ葺屋根 24
 家山(カヤマ) 24 

 
粥かき棒  32, 51,243
(カユカキ棒5 244, 246, 256 

カヨイバコ 47 
 カラス(からす) 184, 220
 烏鳴き 55, 220

 からっ風 85
 カラト(からと) 26, 320

 
 から耳 52

  カラミ餅(からみもち)……17, 287

 カラヨセ 329
カラライ 298

 カリアゲ 36 

 刈草 41
 

 刈りとり 38
 カルママ 297 

  93, 236, 238
 冢例 239, 240, 243 

 川施餓鬼 121, 276, 277
 カワッパ 292

 川俣河岸 66
 

川役 83
 瓦板唄 167

瓦板売り 167
 かわらばんうり唄 190

 瓦葺き 24
 瓦屋$ 24

 かわりもの(食制) 16,17,18
 変りもの(変り者) 294

カン(帝).................... 52
 

ガ’ンカケ 224
 がんがん 184

 
寒行 144,146

 元日 238, 239, 240
 

勘定 99
 元旦 238

  ガンヅメ 35
  カンドウ 212

  がんどう 318
  カンナ 301

  カンのくすり 21
  カンノ虫 57

  観音様 199, 247
  かんぴょうや…. 74

  ガンマキ 224
  がんもどき 18, 225

 

  キ

 
生糸 42

 
祇園祭(り) 236, 260

 
きしゃご唄 180

  きしゃご遊び 180
 キジン様 27

北ごぼう, 51
 北枕 222
 義太夫 153,154

 喜多流 194 
  キッタテ 316

  狐 294
 

祈禱師 57
 木戸銭 153

 キドリワタ 39
 

杵 214,215,318
 キヌタ 331,333 

  き流し 97
 

木灰 41 
 キビ 15
 岐阜提灯 272

  着物を縫う日数 13
  着物の袖 12

  客け   85
  逆縁 87

 キヤノヽン 223
 きゃらぶき 20
  木遣り 23,140

  休泊堀 31,240
  きゅうり(キューリ) 51,59

  キョウカタビラ 223, 224
  行五天 119

 行者様 255
 行商 74

  共同稚蚕飼育場 42
  行人 119

  行人塚 119,120,255, 291
  共有財産 83, 84

  共有地 83



忍藩 237 

卜1认卜 士ロ、 60, 61,77ぉしめり祝1 80,81,83  

おじや 17  
お釈迦様 255, 256  

おシャカ様の花祭り 256  
オシラキ 251,341,  
+シラ様 150,251  

  お歳暮....................91,95
  オゾイ...................... 297

オゾクナル .......... 297  
おそなえ 21  
お供え餅 287  
オダ 297  

オタイコ結び 12  
おたかもり 216,218 
おたぎ 142  

 
オタキアゲ ?1,142,151

干 246,277  

おたけ大日 63  

オタッ 224  
お棚(オタナ) 239, 243, 267  

オダレ 301,304  
オダンゴマツリ 256 
オチッキ 216 
お茶呼び 216  

オチャンチャン 12  
 

雄蝶雌蝶(男蝶女蝶、ォチョゥ
メ チョウ) 215, 216, 218  

  オッカア......................87
オッピライタ 297  
おでき 52  
おて権現(御手権現) 115  
お手玉 181  
お手玉唄 181,190,191  

オトウカ 294  

オトカ 293, 294
お年玉 238  
オトッッァン 87  

 
オトモリ 207, 297

 オトモリオビ 12,207
オトモリッコ 207  
踊り 178  

 
オナベ仕事 50
オナメ 19  
オナンゴ 185  

 
オニオ ロシ  17,18,236

251, 252, 316  
鬼っ子 208  

おにつつじ 58 

鬼歯 208
 オニヤキビン 284

オネネゴ様 205, 208
おねんぶつだま 339 

ギはぐろ 9,218
オハシン 210 

 オハチまわり...............142
オハチリョウ 如 

,おはつ 21 
帯祝い 198 
尾曳稲荷 289, 292 

尾引神社 78 
尾引きの城 292 
おひきの肉 55 

 オ ヒ チヤギモン  197, 202
' 203, 204, 205 

帯とき 203, 207 
 ぉ日待 144, 279 

オビマチ 279 
 おびや ……197, 202,203, 204, 208

 おびやっこ................... 51
ぉ百度 221 
オヒヤクドフミ ..........221 
お百度参り 56,198, 221 
オヒロ メ 216
才へヤマイリ 204 
オボタテノゴハン 200 
オボヤキ 197 
オボンサマ 269 
お盆様の野マワリ 274 
お松ひき --243 
オミタナ様 239 
オミタマ様 236, 245, 276 

オミタマメシ 245 
お宮参り 205, 218, 238 

オメコ祭り 93 

オメザメ 283
オヤジ 87 
オヤシキ山 292 
オヤヒキ山 78 
親船 66,68 

オランダ式水防工事 98 
織物 44 
お留守居様 268, 269 
御嶽講 146, 200 
音頭とり 160,161,178 

 女遊び 178 
女の子の遊び 185 

おんばこ 21 

 

 力

蚕網" 43 
蚕祝い 258

 
蚕かご 43

 
蚕神さま 150

 
蚕道A.............................................43 
蚕ビリョゥ 297

 
かいこやすみ 90

 
カイドリアミ 49

 
かいば切り 335

 
蚊いぶし 63 
戒名 232 
カエシ針 ......... 224
 カエリ膳(カエリゼン)….226, 229
火炎太鼓 194 
カカアデンカ 220

 
化学肥料 41
カカッタレ 297

 
カカリゴ' 87

 
川岸工事唄 162 
かきうかし .......34 
カギッツルシ 247

 

 カキ餅(カキモチ) 20,237
ノ 282,287
 

140
 

角ォビ 12

カクシゼニ 224
 

神楽 105,155 
神楽殿 155,194 
神楽面 194,196 
神楽連 155

 
かくらん(カクラン) 53,54 
カクレザト 290 
かげ膳 140

 
カケノウオ 236

 
かけぶな(カヶブナト.28, 236, 248 
カゴ 198, 226, 297 
かご台 329, 330, 331 
かさ 315

 
火災除け 56

 
カザグルマ 35

 
風祭(カザマッリ) 83, 277 
河岸 ...... 47, 65, 66 
火事  ................15

 
河岸稲荷 1〇1

 樫のクネ 26

ガショウキニ 297
 

かしわもち 17
ガズ 297



 
稲荷様 22,105, 256

 
稲荷鎮守 151

 
稲荷祭り 251

 
稲刈り 36, 61,62

 
稲刈り鎌 326

 
稲刈り台 330

 
いねの品種 32

 
いのり釘 64

 
位はいさく 51

 
位牌袋 227

 
イバリカガヤク 297

 
いぼ' 54

いぼ地蔵 115

イモグシ 20
 

いもっさく 51
 

イャマ(家山) 26, 241
 

依頼演奏 156
 

色なおし 218
 

色薬師 111
 

祝樽 215, 339

岩田帯 198 

隠居 89

インキョメン 89, 91
 

ウ 

 
植木 42, 58

ウエバヒク 33 

うぐいすのふん 55 
受け太刀 157,158 

ウコン色 44
 

4".........................50
 

牛車 327
 

牛のロゴ 336
 

牛のわらじ 336
 

臼 215
 

謡初め(うたい初め、ウタイゾ 
メ) 80, 84, 219, 240

 
ウチ仏 267

うどん 15,16

うなぎ 49
 ウナギカキ 49
 

卯の日(ゥの日)....... 3237〇21 

ウブギ 202 

ウブタテのごはん 202 

ウブヤ 205 

ウブヤキ 197 
 

産湯 203 

馬 50 
 馬の鞍 335, 336 

 ゥマヤ 301,304
 

 ウマヤグチ 304

 馬やど 47

 生まれかわり 63, 234
  馬渡船 65

 ウミゴ 44 

 産み月 201
 

梅の笛 154
  ウルシ 53

 
運慶 111

 運送車 73

 運搬 73
 

ェ  

 工工うえ 49
  工工仕事 50
  江戸づま 10

 ェナ 197 
 

 ェナイゲ場 201

 ェビス 281 
 

20, 236, 237, 248
 ェヒ人兩..… 280, 281,282 

ェビス様 28, 248, 282

恵比須•大黒 248, 282
 

ェベス盛り 282
 恵方参り 238

 ェボノレ 297

於 E 111,138,139  転垢 199, 200, 289 

ェンガ 32, 321
 

ェンガワ 303, 313
  縁切り 219

 
縁切りもち 284

 縁組 63

 縁談 210

ェンノイトコ 296

円福寺 120
  ェンマ大王 116, 236

 

 才 

 オーバン 241
 

 お伊勢様 151

お伊勢参り 69
 

おいだき 21
 ォィベス講 20

  オイベス様(オェベス様)……281
 オェネェコゥ 297

 オオ ガ 322, 323
 

大かご 329
 

大食 21,294

 大阪臼 38
 大島菜 42
 往生院 109

 
往生念仏 123

 応神天皇 257
 大杉様 69,151
 

大杉神社 69,70
 大掃除............ 27, 256

  大力 294

  オオ繩...................... 62
 オオバン 242, 243

 大判餅 241,246 

 大日待 144

 大晦日 288
 

大麦 38, 41,278
 

大山阿夫利神社 109 
  大山講 109
 

大山石尊大権現 109
 邑楽用水路 32 

  大わらじ 289

 オカシロイ 297
 

オカズ........................ 15

 
オカタのザシキ(おかたのざ 

 しき) 215, 217
 才:^ボ................ 15

  オカマ 297
 

一件 22, 203, 258
 オカマ様  281,282
 

 77, 90, 91
  オカマノタノコ 238, 282

  オカリヤ 279

  オキヨメ 229

 オキリコミ 20

  オクナンド 302,303

  オクリイチゲン 214

 送り盆 275

 オクンチ 279

  おけら 21

 才さきどうか 63

 オサヅカ 46
  おさなふり 17

  お産見舞 204

御師 142,146
 

押入り強盗 295
 オシカケ女房 88

 押し切り(おしぎり)……334, 335
 男獅子 157

 お七夜 200, 201, 203, 204
 才七ヤ参り 203

 お七夜わかれ 94



索 引
 

ア  

アーボ・ヒーボ 246  
 

藍 14, 47
アオゲ 50  

 
青大将 298

 赤井将光輝房 289
 赤井将光輝光 289

 赤岩 78, 290
赤岩河岸 66 

 
赤岩の河岸 152,163
赤岩城 290 
赤がえる 21 

 
赤城山 64, 290
アカザ 21 

 
アカノッポ 32, 231

 あかんがえろ 55 
秋蚕 42 
アキの方 200  

 
秋葉様 102, 247

 秋元様 78, 292
アク 297  

アクト 40 
悪魔払い 56 

 
アゲクサ 38
アゲザル 337, 338 
アゲモノ 223 
アゲワク 39 

 ft...................................................... 40
アサイチゲン 214 
朝観音 247 

アザッコ 208  

浅間焼 95 
浅間山 298 

 
朝湯 237, 238

 
足入れ(ぁし入れ) 211J 219  

アシゲ 50  

足の病い 54
足踏式消火器 340

 
ァジロ 223

 
小豆がゅ(ァズキガュ)..…246,247  

あずきっぱ 21  
 

遊ばせ唄 180
遊び日 248  

愛宕様 248  

番会抽并 79, 83,103
 

愛宕大権現 104 
愛宕大神御身鉢ノ由来 144 

愛宕別火 248 
あだな 298 

 アタマアカル 44 
 

あつけ 52,53
後獅子 157 

 アトトリ 87 
 穴銭 228 
 アナップサギ -39 

穴ップサゲ 283 
 

穴廻り(ァナマヮリ) 225,226
 

姉さん女房 212
あばれみこし 100 
油みそ 15

 油餅 286
油屋 47

 阿夫利さま 109
 

雨ごし、 60
 雨乞唄 174

 
甘酒 17
アマンジャク 298 
あみがさ 217 
M 60 

 
95, 234, 237, 269, 270

 新猛 271,272,273,274 

 新盆提灯 237, 269  
(新盆ぢょうちん) 270, 272 
新盆見舞 273

 粟 15
 ァヮイ 249, 252

 
アワセバンテン 12

 アヮボ 243
 安行 42

 
安産 112

 111,197,198
 安産祈願 200, 247 

 安産の神 199 

 安産の観音 111 

アンジキ 223 
 

行灯(ァンドン) 318,319

 イ 

 家がら 212 

 家中イッヶ 239 
イエヤマ(家山) 285 

 
筏 66, 69, 70

 
筏師 69
筏乗り 177 

筏乗唄 177 
 生き返り 221

生きグネ 26 
 

 生き塔婆(イキトーバ).…95,121
232, 233 

生き盆 268
イキミタマ 268

 居酒屋 71
 

イザリバタ 46
 石臼 55

 
石弓 185

 
イスス(石臼) 19

 伊勢講 140,141
 

伊勢参り 24,140,141
 

板碑 118
 74

 一見(いちげん 214, 215, 216
 イチゲン) 217,218

 
一見客 217

 
イチゲン座敷(イチゲンザシ

 キ) 214, 215, 216

 いちご 63
 

いちじく 54
 一人前 61,62

 
一人前の仕事 50

 
一番子 34,35

 
一夜飾り .287, 288

 一夜餅 287
いちょうがえし 9

 
一輪車 73

 
イッヶ 92, 93

 
イツツメ .............217

 一斗ます 338
 

一杯茶 . -59
 

糸網 43
 

糸繰り 45
 

糸車 331,332
 糸ひき 166

糸ひき唄 164,165,189
 

糸まり 182
 

 糸撚り 39
イトワタ 13

 
井戸 7, 28

 井戸替え(井戸がえ) -87^251
 

井戸神さま ....... 28
 井戸サライ 29
亥年の紫布団 --209

 
田舎芝居 295

 
イナガ 36

 
いなご 21

 
 戌の日(ィヌの日) iol°ill

イヌの日の伝説 39
稲作 31
稲荷 289
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