
が
、
だ
い
た
い
七
二
二
か
五
・
五
の
割
合
で
米
に
ま
ぜ
て
食
べ
た
。
大
麦
は
牛
馬
の
飼
い
葉
と
し
て
欠
か
せ
す
、
平
釜
で
藁
と
い
っ
 
 

し
ょ
に
煮
、
飼
い
葉
桶
で
糠
と
ま
ぜ
あ
わ
せ
て
飼
料
と
し
た
。
 
 
 

な
お
、
畑
で
は
粟
・
キ
ビ
・
大
豆
・
小
豆
な
ど
も
作
っ
た
が
、
自
家
用
程
度
で
、
売
り
に
出
す
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
 
 

か
え
な
ど
は
限
ら
れ
た
範
囲
で
行
わ
れ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
 
 

。
餅
つ
き
 
ー
 
十
二
月
二
十
七
・
八
日
と
三
十
日
が
餅
つ
き
の
日
で
あ
る
。
二
十
九
日
は
、
「
苦
」
を
残
す
と
い
っ
て
忌
み
、
三
 
 

十
一
日
は
繁
忙
の
た
め
に
避
け
る
。
一
目
で
何
斗
と
い
う
は
ど
た
く
さ
ん
の
餅
を
つ
い
た
。
粟
や
き
び
を
入
れ
た
も
の
も
つ
く
が
、
 
 

全
体
の
二
割
か
ら
三
割
の
程
度
で
あ
っ
た
。
出
来
あ
が
っ
た
餅
を
「
も
ろ
ぷ
た
」
 
へ
並
べ
る
。
 
 

。
こ
つ
も
ご
り
・
お
お
つ
も
ご
り
 
－
 
 

十
二
月
三
十
一
日
を
「
お
お
つ
も
ご
り
」
、
そ
の
前
日
を
「
こ
つ
も
ご
り
」
と
い
う
。
ま
 
 

ず
正
月
の
買
物
を
し
た
。
鮭
は
必
ず
買
う
。
そ
し
て
節
料
理
を
作
る
。
煮
し
め
と
い
っ
て
、
昆
布
・
ご
ぼ
う
‥
」
ん
に
ゃ
く
・
里
 
 

芋
・
人
参
・
高
野
豆
腐
な
ど
を
醤
油
で
味
付
け
し
た
も
の
と
か
、
煮
豆
－
か
ず
の
こ
な
ど
を
た
く
さ
ん
作
り
、
重
箱
に
詰
め
た
り
、
 
 

大
皿
に
並
べ
て
、
正
月
三
が
日
は
料
理
を
し
な
い
で
す
む
よ
う
に
し
た
。
な
お
「
お
お
つ
も
ご
り
」
は
、
一
年
後
半
期
の
買
い
物
代
 
 

第
二
草
 
根
野
町
の
民
俗
 
 

前
節
で
み
た
よ
う
に
、
本
稿
で
扱
う
範
囲
で
ほ
、
旧
暦
が
生
き
て
い
た
時
期
が
あ
る
の
だ
が
、
以
下
原
則
と
し
て
新
暦
に
統
一
し
 
 

て
ま
と
め
て
お
く
。
 
 

正
月
の
行
事
 
 

第
三
節
 
晴
れ
の
日
々
 
－
 
年
中
行
事
 
 

エ
院
払
い
 
－
 
年
末
の
適
当
な
日
を
選
ん
で
大
掃
除
を
す
る
。
正
月
の
準
備
の
開
始
日
に
つ
い
て
は
、
も
う
生
き
 
 

た
し
き
た
り
や
言
伝
え
は
残
っ
て
い
な
い
。
真
宗
地
域
な
の
で
、
神
棚
を
祀
ら
な
い
家
が
多
く
、
注
連
縄
の
張
り
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D
初
参
り
－
各
氏
神
様
へ
参
る
。
寺
へ
参
る
風
習
は
な
く
、
各
家
の
仏
壇
（
神
棚
）
を
拝
ん
だ
後
、
雑
煮
を
食
べ
る
。
三
が
日
は
 
 

節
料
理
を
食
べ
、
屠
蘇
を
汲
み
か
わ
す
。
若
水
汲
み
は
男
の
役
目
で
、
ハ
ン
ド
が
め
に
八
分
方
汲
ん
だ
と
い
う
が
、
記
憶
に
残
る
程
 
 

度
に
な
っ
て
い
た
。
本
家
で
は
「
身
内
よ
び
」
を
す
る
。
 
 

。
切
り
い
れ
 
－
 
正
月
の
は
じ
め
、
三
日
ご
ろ
、
真
宗
の
各
講
中
で
、
一
年
間
の
火
葬
等
に
必
要
た
木
を
伐
る
た
め
に
出
夫
し
 
 

た
。
こ
の
機
会
に
一
年
間
の
諸
相
談
を
し
、
当
番
な
ど
を
き
め
る
。
よ
そ
の
地
域
で
い
う
初
お
寄
り
に
当
た
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
 
 

か
ら
後
は
、
月
ご
と
の
お
寄
り
講
は
一
定
せ
ず
、
諸
事
は
話
中
頭
の
差
配
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 
 

。
仕
事
初
め
 
－
 
訪
中
の
「
切
り
い
れ
」
が
お
ぁ
る
と
、
仕
事
を
し
て
よ
い
と
さ
れ
た
。
 
 

。
な
な
か
び
（
一
月
七
日
）
1
七
草
と
も
い
う
。
仕
事
を
休
ん
だ
が
、
こ
と
ば
だ
け
が
残
っ
て
い
て
、
こ
の
日
の
行
事
は
失
わ
れ
 
 

て
い
る
。
 
 
 

Ⅰ
 
生
活
誌
編
 
 

図2－3－1 寺の鉦櫻（光教坊）  

金
や
借
金
な
ど
の
支
払
期
限
で
も
あ
っ
た
。
筆
職
人
の
給
 
 

料
は
、
盆
と
節
季
の
二
回
勘
定
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
手
 
 

間
で
働
く
人
々
は
、
毎
月
払
い
と
し
て
い
た
。
借
金
払
い
 
 

を
す
ま
せ
、
仏
壇
や
神
棚
に
灯
明
を
供
え
て
一
年
を
感
謝
 
 

し
、
門
松
や
家
に
よ
っ
て
は
注
連
飾
り
の
準
備
を
し
て
新
 
 

し
い
年
を
待
つ
。
 
 

。
除
夜
の
鐘
 
－
 
各
寺
の
僧
侶
が
つ
く
。
時
に
総
代
が
 
 

協
力
し
て
つ
く
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
鐘
ま
で
に
支
払
わ
 
 

な
い
借
金
は
、
来
期
（
盆
）
ま
わ
し
と
な
る
。
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D
と
ん
ど
（
一
月
十
四
日
夕
）
 
－
 
隣
保
班
単
位
で
、
刈
り
入
れ
の
終
っ
た
水
田
に
た
て
る
。
生
木
の
棒
を
櫓
に
組
み
、
そ
の
中
共
 
 

に
薬
を
つ
け
た
ま
ま
の
長
い
青
竹
を
た
て
る
。
櫓
の
中
に
ほ
、
正
月
の
門
松
や
注
連
飾
り
、
生
木
を
つ
め
こ
み
、
そ
の
周
閉
に
藁
で
 
 

編
ん
だ
「
は
か
ま
」
を
巻
き
つ
け
る
。
「
と
ん
ど
を
巻
く
」
と
か
「
左
義
長
を
巻
く
」
と
い
う
。
出
来
上
る
と
、
二
階
く
ら
い
の
高
 
 

さ
に
な
る
。
こ
れ
空
一
旦
肌
く
ら
い
に
作
っ
て
お
く
の
で
あ
る
が
、
と
ん
ど
を
巻
く
た
め
の
木
は
、
ど
こ
の
山
の
木
を
切
っ
て
も
よ
 
 

い
と
さ
れ
て
い
た
。
願
い
ご
と
を
書
い
た
色
紙
、
お
守
り
や
お
札
、
さ
ら
に
古
く
な
っ
た
年
賀
状
な
ど
を
青
笹
に
と
り
つ
け
、
い
っ
 
 

し
ょ
に
は
や
す
（
焼
く
）
の
で
あ
る
。
火
勢
の
ぐ
あ
い
を
み
は
か
ら
っ
て
、
「
と
ん
ど
餅
」
を
焼
く
。
正
月
の
鏡
餅
で
、
こ
げ
る
ほ
ど
 
 

よ
い
と
さ
れ
、
長
寿
や
健
康
に
効
用
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
な
お
こ
の
夜
各
地
で
行
わ
れ
て
い
た
「
と
ろ
へ
い
」
と
い
う
物
 
 

折
二
草
 
飽
い
野
町
の
民
俗
 
 
 

囲232 申悌Ⅵ雄瓜両・「とんど」のl￥l  

巻きおえた「とんど」、左端はそれをはやして  

いるところ。右に「とんど餅」をもった人々  

の姿がみえる。  

貰
い
の
行
事
は
、
早
く
か
ら
失
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
 
 

。
お
た
ん
や
（
一
月
十
五
日
夜
）
 
－
 
宗
祖
親
鸞
上
人
の
命
日
の
前
夜
、
 
 

門
徒
の
家
々
で
は
「
お
た
ん
や
餅
」
を
つ
き
、
家
族
つ
れ
だ
っ
て
お
寺
へ
 
 

参
る
。
寺
で
は
、
翌
朝
三
時
ご
ろ
ま
で
読
経
と
説
教
が
あ
り
、
親
鸞
上
人
 
 

の
一
生
を
四
幅
の
掛
絵
に
し
た
御
絵
伝
を
掛
け
、
「
御
伝
紗
」
が
独
特
の
 
 

ふ
し
ま
わ
し
で
朗
読
さ
れ
る
。
「
お
と
き
」
も
出
る
。
そ
の
内
容
は
、
煮
 
 

ご
め
・
煮
豆
・
ぜ
ん
ざ
い
・
甘
酒
た
ど
で
あ
る
。
煮
ご
め
は
、
ご
ぼ
う
・
 
 

小
芋
・
油
あ
げ
・
大
根
・
人
参
・
こ
ん
に
ゃ
く
二
菌
野
豆
腐
な
ど
を
さ
い
 
 

の
日
に
切
り
、
小
豆
を
ま
ぜ
て
醤
油
で
煮
こ
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
ど
の
家
 
 

で
も
、
こ
の
前
後
に
大
量
の
煮
ご
め
を
作
っ
て
、
少
し
ず
つ
何
日
も
食
べ
 
 

る
。
こ
れ
ほ
、
親
幣
上
人
を
囲
ん
だ
弟
子
た
ち
が
、
夜
伽
に
際
し
て
作
っ
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筆
職
人
は
、
食
事
と
用
便
以
外
は
座
り
っ
ば
な
し
で
精
を
出
し
た
か
ら
、
 
 

で
あ
っ
た
。
 
 み

ら
れ
る
ヒ
イ
ラ
ギ
に
鰯
の
頭
を
つ
け
、
門
口
に
挿
す
と
い
っ
た
風
習
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
 
 
 

D
初
 
午
1
な
し
。
 
 

。
ね
は
ん
さ
ん
（
二
月
十
四
日
・
十
五
日
）
 
－
 
釈
迦
入
滅
の
日
で
、
寺
で
は
ね
ほ
ん
像
を
掛
け
、
法
会
が
行
わ
れ
る
が
、
そ
れ
以
 
 

外
に
特
別
な
行
事
は
し
て
い
な
い
。
 
 

。
雛
祭
り
（
三
月
三
日
）
 
－
 
こ
の
祭
り
を
す
る
家
ほ
、
十
軒
に
一
軒
も
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
草
餅
を
作
る
。
 
 

。
春
の
彼
岸
 
－
 
寺
で
は
法
要
と
説
教
が
あ
る
。
だ
ん
ご
を
作
っ
て
食
べ
る
。
各
区
の
小
官
の
祭
り
は
、
原
則
と
し
て
三
月
二
十
 
 

一
目
で
あ
っ
た
。
 
 
 

春
の
行
事
 
 生

活
誌
編
 
 

ま
め
う
ら
 
 

。
節
 
分
】
1
立
春
の
前
夜
、
子
供
が
主
と
な
っ
た
豆
ま
き
や
、
豆
占
の
行
事
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
備
後
地
方
に
 
 

因
む
。
一
日
中
、
仕
事
を
休
ん
だ
。
一
人
前
の
 
 

こ
う
し
た
晴
れ
の
日
は
、
き
わ
め
て
貴
重
な
骨
休
め
の
日
 
 

た
料
理
に
由
来
す
る
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
き
 
 

た
。
翌
十
六
日
を
「
御
正
忌
」
と
い
い
、
寺
で
 
 

は
法
要
が
営
ま
れ
る
。
 
 
 

二
一
十
日
正
月
（
一
月
二
十
日
）
1
外
の
仕
 
 

事
を
せ
ず
、
休
む
習
慣
が
あ
っ
た
が
、
古
老
の
 
 

記
憶
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
く
ら
い
で
あ
る
。
 
 

。
ひ
て
え
正
月
（
二
月
一
日
）
 
－
 
旧
正
月
に
 
 

付【；  



。
花
見
（
四
月
三
日
）
1
か
つ
て
は
旧
三
月
三
日
の
行
事
で
、
雛
祭
り
と
一
体
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
新
暦
移
行
 
 

に
伴
い
、
花
見
の
部
分
が
分
離
し
て
四
月
三
日
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
た
っ
た
。
重
箱
に
ご
馳
走
を
つ
め
て
山
へ
行
き
、
そ
れ
を
食
べ
 
 

な
が
ら
一
日
中
遊
ぶ
。
座
る
場
所
を
「
こ
は
」
と
い
い
、
む
し
ろ
を
持
参
し
て
敷
く
。
男
の
子
は
、
走
り
遊
び
を
す
る
ほ
か
、
馬
乗
 
 

り
・
軍
艦
遊
戯
・
パ
ッ
チ
ン
な
ど
を
し
、
女
の
子
は
、
石
け
り
な
ど
を
し
た
。
昭
和
三
十
年
ご
ろ
ま
で
は
、
こ
の
夙
が
あ
っ
た
。
翌
 
 

四
月
四
日
を
「
残
り
節
句
」
と
い
う
。
前
の
日
の
御
馳
走
の
残
り
を
も
っ
て
、
遊
山
に
出
か
け
る
。
 
 

。
潅
仏
会
（
四
月
八
日
）
1
川
角
の
釈
迦
堂
で
は
「
花
ま
つ
り
」
を
し
、
甘
茶
の
接
待
を
受
け
、
甘
茶
を
釈
迦
像
に
か
け
た
。
と
 
 

き
ど
き
角
力
を
奉
納
す
る
こ
と
も
あ
る
。
 
 
 

こ
柄
午
の
節
供
（
五
月
五
日
）
 
－
 
「
ご
り
ょ
う
い
」
（
御
霊
会
）
と
も
い
う
。
男
の
子
の
い
る
家
で
は
、
鯉
峨
り
や
職
り
を
立
て
る
 
 

習
俗
が
青
か
ら
あ
っ
た
。
武
者
人
形
を
飾
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ご
く
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。
菖
蒲
湯
ほ
匂
い
の
よ
い
薬
湯
と
し
 
 

て
、
こ
の
日
に
た
て
た
。
菖
蒲
を
ご
ざ
の
下
に
敷
い
て
も
い
る
。
こ
れ
を
、
「
の
み
の
脛
折
り
」
と
い
っ
た
。
子
供
は
菖
蒲
で
鉢
巻
 
 

ち
‡
き
 
 

き
を
し
て
遊
ん
だ
。
み
こ
し
草
－
毒
だ
み
な
ど
の
薬
草
を
摘
む
の
も
こ
の
こ
ろ
で
、
陰
干
し
に
し
て
保
存
し
た
。
踪
は
こ
の
日
と
切
 
 

よ
し
 
 

り
離
せ
な
い
食
口
…
で
、
蔭
の
葉
で
巻
い
て
「
ま
き
」
と
も
い
っ
た
。
嫁
の
里
か
ら
は
柏
餅
が
く
る
。
ま
た
、
こ
の
前
後
、
瀬
戸
内
海
 
 

沿
岸
の
塩
風
呂
に
似
た
入
浴
習
慣
が
行
わ
れ
て
い
た
。
山
へ
穴
蔵
を
掘
り
、
菖
蒲
を
敷
き
、
そ
の
入
口
で
火
を
焚
い
て
中
を
蒸
す
。
 
 

そ
れ
へ
塩
水
を
か
け
る
蒸
風
呂
で
あ
る
。
 
 

。
熊
野
本
官
社
春
祭
り
（
五
月
十
日
）
 
－
 
九
日
の
夜
が
夜
能
り
、
十
日
に
御
神
事
が
あ
る
。
新
宮
を
除
く
町
内
六
区
が
年
番
で
神
 
 

輿
を
か
つ
ぐ
（
現
在
は
五
月
五
日
）
。
 
 

。
御
誕
生
目
（
五
月
二
十
日
）
 
－
 
親
禦
上
人
の
誕
生
日
で
あ
る
。
五
色
の
旗
を
た
て
、
寺
で
は
法
座
が
開
か
れ
る
。
 
 
 

夏
の
行
事
 
 
 
 
 
 
 
門
徒
の
子
供
の
七
五
三
が
行
わ
れ
た
。
 
 

第
二
幕
 
熊
野
町
の
民
俗
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。
大
田
植
え
1
昭
和
の
ご
く
は
じ
め
の
こ
ろ
ま
で
は
、
代
掻
き
を
主
体
と
し
た
畔
し
田
ふ
う
の
田
植
え
が
あ
っ
た
。
花
田
植
え
 
 

は
ん
げ
 
 

と
も
い
っ
た
。
と
こ
ろ
の
田
植
え
が
い
ち
お
う
終
っ
た
半
夏
の
こ
ろ
、
大
地
主
が
ヨ
ロ
コ
ビ
と
し
て
主
催
す
る
。
漆
を
ぬ
り
、
金
銀
 
 

の
細
工
を
施
し
た
化
粧
鞍
（
花
鞍
）
を
牛
の
背
に
乗
せ
、
そ
れ
に
「
農
宝
0
0
氏
」
と
し
た
峨
を
た
て
る
。
そ
う
い
う
花
牛
が
何
頭
も
 
 

出
て
、
「
鶴
の
舛
」
と
か
「
千
枚
屏
風
」
と
い
っ
た
め
で
た
い
代
を
掻
く
。
大
田
植
え
用
の
馬
鍬
は
、
串
の
め
を
ま
び
い
て
二
本
か
 
 

三
木
に
し
て
あ
っ
た
り
、
ま
る
で
抜
い
て
あ
っ
た
り
す
る
が
、
田
は
け
っ
こ
う
ど
ろ
ど
ろ
に
な
る
。
代
蕃
き
の
あ
と
、
早
乙
女
は
笛
 
 

や
太
鼓
の
隣
し
で
植
え
る
ま
ね
だ
け
を
し
た
（
中
溝
・
萩
原
・
川
角
）
と
も
、
や
は
り
百
は
挿
し
た
（
初
神
）
と
も
い
う
。
地
主
は
、
代
 
 

掻
き
や
早
乙
女
に
浴
衣
を
配
っ
た
り
し
た
そ
う
だ
か
ら
、
い
つ
誰
に
で
も
出
来
る
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
現
在
、
田
植
草
紙
 
 
 

1
 
生
活
誌
編
 
 

4 花   鞍（掩野町側土貯蔵）  国2－3  

図2←3－5 中原明雄氏画・「大田栢」の囲   

「代かき」をしているところ。画中の説明に  

「出来庭の大歳神社前の田で」「昭和のはじ  
めにおわった」とあり、代の名として「千枚  

屏風」「鶴の舞」の名をかきこんでいる。  
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や
代
揖
草
紙
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
が
、
花
鞍
は
残
っ
て
お
り
、
か
つ
て
の
面
影
を
伝
え
て
い
る
。
 
 
 

。
泥
落
し
1
（
前
節
参
照
）
 
 

。
四
郎
五
郎
（
夏
の
土
用
に
入
っ
て
か
ら
の
四
日
目
と
五
日
目
）
 
－
 
上
深
原
の
深
原
神
社
の
祭
り
が
あ
り
、
五
穀
豊
能
を
祈
願
す
る
。
 
 

こ
の
日
は
田
へ
入
る
こ
と
を
忌
み
、
田
へ
入
る
と
ヒ
ー
ル
（
ひ
る
）
が
つ
く
と
い
っ
た
。
 
 

。
虫
送
り
・
オ
ー
ク
ル
パ
イ
1
時
日
は
不
定
だ
が
、
夏
に
催
さ
れ
る
害
虫
駆
除
の
呪
的
な
行
事
で
あ
る
。
新
宮
を
除
く
六
区
の
 
 

た
い
ま
つ
 
 

人
々
は
、
榊
山
神
祉
か
ら
出
る
親
松
明
の
火
を
め
い
め
い
の
松
明
に
移
し
て
戻
る
。
そ
し
て
「
オ
ー
ク
ル
パ
イ
」
「
オ
ー
ク
ル
バ
イ
」
 
 

と
叫
び
つ
つ
、
百
分
の
田
の
畦
を
か
け
め
ぐ
る
。
害
虫
は
怨
霊
の
せ
い
だ
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
怨
霊
を
オ
ー
ク
ル
（
送
る
）
と
 
 

第
二
章
 
 熊
野
町
の
民
俗
 
 
 

図23－6 中原明雄氏価・「フナー】クル   

／くイ」の囲  

い
う
の
で
あ
ろ
う
。
古
く
は
火
の
原
ま
で
松
明
を
送
っ
て
い
き
、
そ
こ
で
神
主
が
 
 

神
事
を
営
ん
だ
と
伝
え
る
が
、
大
正
の
兼
ご
ろ
は
、
も
う
一
度
榊
山
神
社
に
集
ま
 
 

り
、
め
い
め
い
の
松
明
を
焼
い
た
と
い
う
。
川
角
も
、
榊
山
神
社
ま
で
火
を
も
ら
 
 

い
に
き
た
。
田
で
振
り
ま
わ
し
た
後
は
、
平
谷
と
の
境
に
あ
る
サ
ー
バ
ー
峠
ま
で
 
 

火
を
送
っ
た
。
昭
和
の
は
じ
め
ご
ろ
ま
で
続
い
た
ゆ
か
し
い
行
事
で
あ
る
。
 
 

。
麦
初
穂
 
－
 
麦
の
収
穫
を
感
謝
し
て
、
寺
社
へ
各
宏
一
升
（
米
の
代
納
）
を
供
 
 

え
る
。
 
 
 

。
管
絃
祭
（
旧
六
月
十
七
日
夜
）
 
－
 
十
七
夜
と
も
い
う
。
軒
先
へ
家
紋
入
り
の
 
 

大
提
灯
を
つ
る
し
、
点
灯
し
た
。
「
明
神
さ
ん
へ
灯
明
を
さ
さ
げ
る
」
と
い
う
。
 
 

矢
野
ま
で
歩
き
、
そ
こ
か
ら
舟
に
乗
っ
て
宮
島
へ
お
参
り
す
る
人
も
多
か
っ
た
。
 
 
 

。
七
 
夕
（
七
月
七
日
）
1
笹
を
立
て
、
習
字
な
ど
の
短
冊
を
つ
る
す
。
庭
に
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の
上
部
を
六
つ
に
割
り
、
逆
六
角
錘
と
し
、
こ
れ
に
紙
を
貼
っ
た
も
の
で
、
新
盆
は
自
、
他
は
色
紙
を
使
う
。
日
没
後
、
火
の
入
っ
 
 

た
灯
寵
は
い
い
よ
う
の
な
い
美
し
さ
を
か
も
し
出
す
。
各
家
の
仏
壇
も
き
れ
い
に
飾
ら
れ
、
祖
霊
の
帰
宅
を
待
っ
て
い
る
。
供
物
の
 
 

代
表
は
ソ
ー
メ
ソ
で
、
盆
の
食
べ
物
で
も
あ
る
。
ば
ら
ず
し
も
作
ら
れ
る
。
寺
で
は
期
間
中
法
要
を
営
む
。
迎
え
火
と
か
送
り
火
を
 
 

た
く
と
い
っ
た
ふ
う
は
な
か
っ
た
。
 
 

。
盆
踊
り
 
－
 
平
谷
が
寺
を
会
場
と
す
る
ほ
か
は
、
神
社
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
各
地
区
の
ま
と
ま
り
の
中
心
に
神
社
が
あ
る
こ
 
 

と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
榊
山
神
社
の
氏
子
範
閉
で
は
、
ほ
ぼ
一
週
間
前
に
「
太
鼓
お
ろ
し
」
を
し
て
、
臍
り
は
じ
め
る
。
呉
地
 
 

で
は
、
八
月
六
日
の
山
の
神
の
祭
り
、
十
日
の
阿
弥
陀
堂
の
祭
り
な
ど
で
「
太
鼓
お
ろ
し
」
を
し
て
、
そ
の
夜
岸
田
八
幡
宮
で
本
式
 
 
 

Ⅰ
 
生
活
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図2Ⅶ37・い脚列雄氏【山い「七夕」の因   

「大正時代の子供、タナ／てタ祭り」「旧  

七月七日」という説明がある。  

。
潮
浴
び
（
七
月
八
月
）
1
矢
野
・
坂
・
小
屋
浦
・
天
応
な
ど
へ
、
一
五
、
 
 

六
人
か
ら
二
〇
人
く
ら
い
で
ま
と
ま
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
潮
浴
び
は
、
土
用
丑
 
 

の
日
を
大
事
な
日
と
す
る
。
こ
の
日
、
川
角
で
は
牛
に
餅
を
た
べ
さ
せ
た
。
 
 

。
盆
（
八
月
十
三
日
十
六
日
）
 
－
 
か
つ
て
は
七
夕
の
日
が
 
 
盆
の
行
事
 
 

墓
掃
除
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
新
暦
移
行
後
は
八
月
十
 
 

三
日
に
な
っ
た
。
十
四
日
夕
方
が
墓
参
り
で
、
親
族
が
い
っ
し
ょ
に
行
く
。
安
 
 

芸
真
宗
地
域
特
有
の
朝
顔
型
灯
籠
が
親
額
縁
者
に
よ
っ
て
供
え
ら
れ
る
。
細
竹
 
 

棚
を
作
り
、
な
す
や
き
ゅ
う
り
を
供
え
る
場
合
も
あ
っ
た
。
短
冊
は
最
後
に
川
 
 

へ
流
す
。
 
 

D
潮
干
狩
（
六
月
七
月
）
 
－
 
矢
野
や
金
輪
島
あ
た
り
へ
、
貝
掘
り
に
出
か
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に
踊
っ
た
。
庭
踊
り
と
い
う
。
こ
の
時
は
男
も
女
も
踊
る
が
、
十
五
日
に
六
区
が
桐
山
神
社
で
踊
る
時
は
、
男
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
 
 

を
榊
山
神
社
神
楽
踊
り
と
い
う
。
神
楽
と
い
っ
て
も
、
盆
踊
り
と
意
識
さ
れ
て
い
る
。
伝
承
に
よ
れ
ば
、
弘
治
二
年
（
一
五
五
K
）
 
に
 
 

起
原
を
有
す
る
虫
送
り
に
付
け
た
風
流
踊
り
の
一
種
で
、
氏
子
圏
あ
げ
て
の
大
行
事
と
な
る
。
六
区
の
そ
れ
ぞ
れ
に
は
、
既
述
の
ご
 
 

と
く
ニ
ワ
大
将
が
い
て
、
二
り
割
り
と
い
う
祭
典
費
を
つ
の
る
。
ニ
ワ
大
将
は
当
日
く
じ
を
引
い
て
踊
り
の
順
番
を
定
め
、
最
初
の
 
 

く
じ
に
当
た
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
六
尺
棒
と
軍
配
を
手
に
し
た
ニ
ワ
カ
（
：
ワ
借
力
）
と
、
肩
車
に
乗
っ
た
少
年
の
「
ど
う
と
り
」
を
 
 

先
頭
に
、
ア
ー
ハ
ー
・
ア
ー
ハ
ー
と
踊
り
な
が
ら
入
場
す
る
。
大
太
鼓
を
中
心
に
円
陣
を
阻
む
と
、
ニ
ワ
カ
が
口
上
を
述
べ
、
棒
術
 
 

の
演
技
が
あ
る
。
そ
し
て
「
だ
し
」
と
「
か
え
し
」
 
の
二
手
に
わ
か
れ
た
踊
り
子
が
、
中
世
ふ
う
の
小
歌
を
組
み
歌
に
仕
立
て
た
も
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図23－8 中原明雄氏画・「榊‥【抑祉盆岸而り」  

の図 説明に「大正時代榊山神社盆鞘周ぷ、  

萩原区庭入の囲」とある。稀を使っているの  
がニワカ  

図2－3－9 糾山神祉の庭新川  

の
を
一
旬
ず
つ
繰
り
返
し
唱
い
 
 

つ
つ
照
る
。
「
二
重
踊
り
」
「
ゆ
 
 

き
折
り
」
 
「
ゆ
り
踊
り
」
 
が
あ
 
 

っ
て
、
「
ゆ
り
照
り
」
 
な
ど
は
 
 

立
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。
風
流
踊
 
 

り
に
お
け
る
側
踊
り
と
い
っ
て
 
 

よ
く
、
い
わ
ゆ
る
手
踊
り
の
華
 
 

麗
さ
は
な
い
が
、
雅
趣
が
あ
っ
 
 
 

て
味
わ
い
深
い
。
一
区
の
踊
り
 
 

は
三
〇
分
か
ら
四
〇
分
で
交
替
 
 
 

す
る
。
こ
の
時
一
方
は
早
く
入
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。
二
百
十
日
、
二
百
廿
日
（
九
月
二
日
、
十
二
日
ご
ろ
）
 
－
 
台
風
襲
来
の
季
節
で
あ
り
、
ま
た
稲
の
花
の
つ
く
時
 
 

期
で
あ
っ
た
か
ら
、
人
々
ほ
風
の
吹
か
な
い
こ
と
を
祈
っ
た
。
し
か
し
特
別
の
行
事
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
 
 
 

q
秋
の
彼
岸
 
－
 
寺
で
法
要
と
説
教
が
あ
る
。
こ
の
時
、
に
ぎ
や
か
な
筆
祭
り
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
寺
と
し
て
の
 
 

に
ぎ
や
か
し
ほ
な
い
。
子
供
相
撲
は
行
わ
れ
た
。
彼
岸
団
子
（
お
は
ぎ
）
を
つ
く
る
。
 
 

。
彼
岸
船
－
秋
の
彼
岸
に
船
曳
き
の
行
事
が
あ
る
。
主
と
し
て
榊
山
神
社
の
氏
子
範
型
ハ
区
で
行
わ
れ
る
。
飾
り
立
て
た
船
が
 
 

各
氏
神
か
ら
出
て
、
熊
野
中
を
練
り
歩
き
、
最
後
に
出
発
し
た
氏
神
へ
も
ど
る
。
船
の
長
さ
は
五
尋
（
九
メ
ー
ト
ル
）
で
、
車
を
付
け
 
 

て
い
る
。
船
に
は
、
船
頭
（
ふ
な
が
し
ら
）
や
胴
取
り
な
ど
、
二
、
三
人
の
若
者
が
乗
り
、
全
体
を
と
り
し
き
る
。
船
を
曳
く
の
ほ
子
 
 

供
た
ち
で
あ
る
。
道
行
き
に
は
、
伊
勢
音
頭
を
謡
う
。
船
は
堅
止
式
で
、
平
素
は
解
体
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
組
立
て
、
そ
の
都
度
 
 

幕
や
花
な
ど
を
取
り
付
け
て
飾
る
の
で
あ
る
。
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ろ
う
と
し
、
丁
万
は
そ
う
さ
せ
ま
い
と
し
て
、
よ
く
喧
嘩
に
な
っ
た
。
歌
詞
ほ
組
み
歌
三
五
番
が
伝
存
す
る
が
、
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
 
 

か
、
六
区
が
そ
れ
ぞ
れ
二
番
ず
つ
を
持
ち
歌
に
し
た
の
で
、
計
一
二
番
が
謡
わ
れ
る
だ
け
に
な
っ
た
（
ニ
ワ
カ
の
口
上
と
三
五
番
の
歌
詞
 
 

は
、
第
三
草
へ
収
め
た
）
。
 
 
 

氏
子
圏
を
異
に
す
る
新
宮
で
は
、
盆
に
住
田
屋
敷
な
ど
で
団
扇
踊
り
を
す
る
。
口
説
き
音
頭
に
よ
る
手
踊
り
で
あ
っ
た
。
ま
た
 
 

「
た
の
み
」
（
八
月
三
十
一
日
）
に
も
、
榊
森
神
社
で
総
代
主
管
の
も
と
に
踊
る
が
、
こ
れ
ほ
神
事
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
川
角
で
は
、
 
 

盆
か
ら
「
た
の
み
」
の
間
に
、
貴
船
神
社
で
踊
る
「
七
社
の
踊
り
」
が
あ
っ
た
。
古
く
ほ
「
き
そ
ん
」
で
、
足
づ
か
い
に
特
徴
が
あ
 
 

っ
た
。
大
正
に
は
い
っ
て
、
「
呉
踊
り
」
や
「
じ
ゃ
ん
じ
ゃ
ん
踊
り
」
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
へ
は
呉
・
焼
山
・
吉
 
 

浦
・
天
応
の
人
た
ち
が
、
衣
裳
を
つ
け
て
踊
り
に
き
た
。
平
谷
に
も
呉
踊
り
が
入
っ
て
い
る
（
第
三
茸
に
こ
こ
の
口
説
き
を
収
め
た
）
。
 
 

秋
・
冬
の
行
事
 
 

。
八
朔
（
旧
八
月
一
日
）
 
－
 
仕
事
を
休
む
。
松
た
け
山
の
請
負
い
を
し
た
。
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と
こ
ろ
で
こ
の
彼
岸
船
の
由
来
に
つ
い
て
、
い
ろ
ん
な
説
明
の
仕
方
が
あ
る
。
一
つ
は
、
県
内
で
も
尾
道
を
は
じ
め
各
地
に
み
ら
 
 

れ
る
「
た
の
も
船
」
に
か
か
わ
り
が
あ
る
と
す
る
見
方
で
あ
る
。
「
た
の
も
船
」
と
い
う
の
は
、
新
生
児
の
誕
生
日
に
そ
の
子
の
成
 
 

長
を
願
っ
て
、
一
メ
ー
ト
ル
程
度
の
小
船
を
贈
り
、
そ
れ
を
子
供
が
曳
き
歩
く
と
い
う
も
の
で
、
「
八
朔
た
の
も
」
の
風
習
と
し
て
 
 

残
っ
て
い
る
。
川
角
で
も
明
治
時
代
に
は
、
子
供
が
一
人
一
人
お
も
ち
ヤ
の
よ
う
な
船
を
曳
い
て
遊
ん
だ
と
い
う
。
そ
う
し
た
船
の
 
 

親
船
と
み
る
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
、
一
方
は
八
朔
で
、
こ
れ
は
彼
岸
な
の
で
時
期
に
相
違
が
あ
る
が
、
忙
し
い
仕
事
の
中
で
ハ
レ
の
 
 

日
を
い
た
ず
ら
に
ふ
や
す
こ
と
の
な
い
よ
う
、
当
地
で
は
彼
岸
に
ま
と
め
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
二
ほ
、
萩
原
の
竜
王
神
社
に
お
け
 
 

る
祭
神
の
渡
御
か
ら
広
ま
っ
た
と
す
る
説
明
で
あ
る
。
三
は
、
仏
教
の
彼
岸
船
に
由
来
す
る
と
の
見
方
で
あ
る
。
当
地
の
様
子
を
み
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図2－31D イ皮：岸＋船  

る
と
、
各
神
社
の
前
を
通
る
時
に
は
、
船
首
を
神
社
に
向
け
、
傾
け
て
敬
意
を
払
 
 

う
。
小
雨
も
同
様
で
あ
る
の
に
、
寺
院
前
は
素
通
り
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
三
の
見
 
 

方
は
消
極
的
に
解
さ
ぎ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
の
説
明
が
有
力
で
あ
る
が
、
県
 
 

内
の
曳
き
船
は
、
秋
祭
り
に
競
漕
の
勝
船
を
奉
納
す
る
場
合
が
多
い
こ
と
、
管
絃
船
 
 

を
模
し
た
船
渡
御
行
事
が
多
い
こ
と
な
ど
に
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
当
地
の
も
の
が
 
 

彼
岸
船
の
名
称
を
も
ち
な
が
ら
も
、
実
際
は
彼
岸
を
中
心
竺
月
く
ら
い
の
問
に
実
 
 

施
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
か
つ
て
赦
島
社
規
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
 
 

と
、
彼
岸
船
の
由
来
に
つ
い
て
は
な
お
検
討
を
要
す
る
と
こ
ろ
と
思
わ
れ
る
。
 
 

。
月
 
見
（
旧
八
月
十
五
日
・
九
月
十
三
日
）
 
－
団
子
・
す
す
き
を
供
え
て
、
月
見
 
 

を
す
る
。
 
 

。
重
陽
の
節
句
（
旧
九
月
九
日
）
 
－
 
な
し
。
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。
初
 
穂
 
－
新
米
一
升
を
寺
社
に
供
え
る
。
最
初
に
穫
れ
た
米
は
、
仏
墳
と
か
陰
膳
へ
供
え
た
。
各
地
に
み
ら
れ
る
「
お
は
な
 
 

ど
り
」
に
近
い
習
わ
し
で
あ
る
。
農
機
具
を
ま
つ
る
行
事
ほ
な
い
。
 
 
 

D
秋
祭
り
－
1
町
内
の
各
氏
神
で
行
わ
れ
る
。
「
九
」
の
日
を
も
っ
て
よ
し
と
し
、
古
い
神
社
は
こ
の
日
を
祭
日
と
し
た
。
近
年
 
 

都
合
に
よ
っ
て
祭
日
を
動
か
す
以
前
に
は
、
榊
山
神
祉
・
榊
森
神
社
・
貴
船
神
社
・
平
谷
神
社
と
も
に
、
秋
祭
り
は
十
月
二
十
九
日
 
 

で
あ
っ
た
。
榊
山
神
社
で
は
、
祭
礼
の
四
、
五
旦
別
に
お
わ
る
よ
う
に
、
獅
子
舞
い
が
氏
子
の
全
戸
を
廻
る
。
獅
子
・
神
主
・
お
札
 
 

を
も
ら
う
人
・
太
鼓
・
笛
の
一
行
で
、
表
口
か
ら
入
っ
て
、
裏
口
へ
出
る
。
道
順
も
ほ
ぼ
決
ま
っ
て
い
た
。
祭
礼
に
な
る
と
、
宵
宮
 
 

と
当
日
の
昼
に
神
楽
が
奉
納
さ
れ
た
。
し
か
し
町
内
に
は
神
楽
団
が
な
い
か
ら
、
そ
の
つ
ど
雇
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
西
条
舞
が
 
 
 

Ⅰ
 
生
活
誌
編
 
 

図2「3－1】・二l慣明雛氏画・「榊山神祉紬子舞」   

の囲 こうした一行で各家庭をめく－る。昭和   

46年におわりとなったむねの説明文がある。  

図2－3－12・Fl原明雄氏画ト「榊山神社御神事」  

の囲 「御祭り行列」「お祓所へつづく」「明   
治から大正時代」という説明が入っている。  
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く
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
城
之
堀
に
住
む
明
治
二
十
三
年
生
ま
れ
の
古
老
は
、
一
二
、
三
歳
の
こ
ろ
西
条
舞
を
習
得
し
、
「
佐
々
木
 
 

巌
流
と
官
本
武
蔵
」
と
い
う
演
目
を
舞
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
結
婚
後
も
舞
い
つ
づ
け
、
つ
い
に
は
熊
野
で
一
座
を
組
ん
で
、
 
 

瀬
野
の
あ
た
り
ま
で
舞
い
に
行
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
 
 

。
榊
森
神
社
秋
祭
り
の
魚
市
1
榊
森
神
社
は
、
榊
山
神
社
と
対
峠
す
る
形
で
氏
子
範
囲
を
形
成
し
て
い
る
。
氏
子
数
を
比
較
す
 
 

る
と
、
前
者
は
後
者
よ
り
は
る
か
に
少
な
い
。
そ
の
た
め
、
榊
森
神
社
の
秋
祭
り
に
は
、
多
数
の
人
々
が
客
と
し
て
氏
子
の
家
に
や
 
 

っ
て
く
る
。
「
よ
ご
ろ
」
（
前
夜
）
に
は
、
道
ば
た
に
魚
市
が
た
っ
て
に
ぎ
や
か
で
あ
っ
た
。
各
家
で
は
来
客
の
ご
馳
走
用
に
購
入
す
 
 

る
が
、
あ
わ
せ
て
自
家
用
と
し
て
も
買
い
こ
み
、
塩
漬
け
し
て
保
存
し
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

D
亥
の
子
（
旧
十
月
亥
の
日
）
 
－
 
子
供
の
行
事
と
し
て
し
か
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
革
を
経
で
棒
状
に
固
め
た
「
藁
で
っ
ば
う
」
を
 
 

使
う
。
五
色
の
彩
紙
で
飾
っ
た
石
を
用
い
る
所
も
あ
る
。
小
谷
・
小
道
を
中
心
に
い
ろ
い
ろ
な
仮
面
を
つ
け
た
子
供
た
ち
が
、
各
家
 
 

の
庭
を
訪
ね
て
、
亥
の
子
餅
を
つ
い
て
ま
わ
る
。
 
 

へ
亥
の
子
亥
の
子
、
亥
の
子
糾
つ
い
て
、
祝
わ
ん
老
は
、
鬼
生
め
蛇
生
め
、
角
の
生
え
た
子
生
め
、
0
0
さ
ん
に
嫁
貰
う
て
、
繁
昌
せ
い
繁
昌
 
 

せ
い
 
 

へ
亥
の
子
亥
の
子
 
亥
の
子
槌
つ
い
て
 
祝
わ
ん
者
ほ
 
鬼
ソ
生
め
蛇
ソ
生
め
、
こ
れ
の
こ
れ
の
お
恵
比
須
様
が
、
一
で
俵
あ
ふ
ん
ま
え
て
、
 
 

二
で
に
っ
こ
り
笑
う
て
、
三
で
盃
と
り
か
わ
し
、
四
つ
世
の
中
よ
い
よ
う
に
、
五
つ
い
つ
も
の
如
く
よ
、
六
つ
無
病
息
災
で
、
七
つ
な
に
ご
 
 

と
な
い
よ
う
に
、
八
つ
屋
敷
を
定
め
て
、
九
つ
こ
こ
ら
に
蔵
建
て
て
、
十
で
俵
を
定
め
た
、
繁
昌
せ
え
繁
昌
せ
え
 
 

な
ど
と
歌
い
は
や
す
。
家
々
で
は
、
英
子
・
み
か
ん
・
金
銭
な
ど
を
与
え
た
か
ら
、
子
供
た
ち
に
と
っ
て
は
一
年
中
の
楽
し
い
行
事
 
 

で
あ
っ
た
。
 
 

D
胡
子
講
（
十
一
月
二
十
日
）
 
－
 
子
供
た
ち
が
み
か
ん
を
貰
い
に
商
店
へ
行
っ
た
。
 
 

第
二
章
 
熊
野
町
の
民
俗
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と
お
は
ん
こ
う
 
 

十
六
日
の
法
思
誠
に
「
お
と
き
」
を
出
し
た
。
そ
れ
が
終
っ
て
か
ら
、
檀
家
を
一
軒
ず
つ
ま
わ
っ
て
読
経
す
る
。
「
お
通
り
報
恩
詭
」
 
 

と
も
い
っ
た
。
各
家
庭
で
は
、
親
類
や
親
し
い
人
を
招
き
、
精
進
料
理
で
も
て
な
す
。
少
な
く
な
っ
た
が
、
講
中
で
も
催
し
た
。
呉
 
 

地
で
は
十
二
月
二
十
八
日
に
し
て
い
た
と
い
う
。
 
 

。
冬
 
至
－
－
こ
の
日
か
ぼ
ち
ゃ
を
華
べ
る
と
、
中
風
に
か
か
ら
な
い
と
い
う
。
 
 

。
荒
神
祭
り
 
－
 
荒
神
さ
ん
は
、
く
ど
の
神
様
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
時
期
、
備
後
地
方
で
は
荒
神
祭
り
が
盛
ん
で
あ
る
が
、
当
地
 
 

で
は
荒
神
の
祭
り
は
み
ら
れ
な
い
。
 
 

い
血
 
く
の
は
戌
の
目
が
よ
い
。
犬
の
産
が
軽
い
の
に
あ
や
か
る
た
め
だ
と
い
う
。
腹
結
び
に
な
ら
な
い
よ
う
巻
く
が
、
仕
事
を
す
る
の
に
 
 

窮
屈
で
、
は
じ
め
の
う
ち
は
巻
か
な
い
人
も
多
か
っ
た
。
腹
帯
を
す
る
と
、
「
子
ば
ら
み
」
 
「
身
持
ち
」
と
い
わ
れ
、
日
々
の
生
活
 
 

に
も
気
を
つ
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
火
事
を
見
て
は
い
け
な
い
。
見
た
そ
の
手
で
体
に
さ
わ
る
と
、
赤
ん
坊
の
そ
の
 
 

部
分
が
「
ほ
や
け
」
（
赤
い
あ
ざ
）
に
な
る
。
妊
娠
中
は
く
ど
を
直
し
て
は
い
け
な
い
と
か
、
便
所
を
つ
ぶ
し
て
ほ
い
け
な
い
な
ど
の
 
 

迷
信
が
あ
っ
た
。
 
 
 

冬
の
行
事
 
 

誕
 
生
 
 

Ⅰ
 
生
活
誌
編
 
 
 

。
妊
 
娠
 
 
農
作
業
で
忙
し
く
働
い
て
い
る
の
で
、
本
人
よ
り
も
姑
と
か
近
所
の
お
ば
さ
ん
が
先
に
気
付
く
こ
と
が
 
 

さ
ら
し
 
 

多
か
っ
た
。
五
か
月
め
く
ら
い
で
産
婆
さ
ん
の
世
話
に
な
り
、
一
丈
く
ら
い
の
咽
で
腹
帯
を
巻
い
て
も
ら
う
。
帯
を
巻
 
 

。
報
恩
講
（
十
二
月
）
1
祖
師
親
鸞
上
人
の
忌
日
に
行
う
法
会
で
あ
る
が
、
西
本
願
寺
派
で
は
、
一
月
十
六
日
と
定
 
 

め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
に
先
立
つ
「
お
と
り
こ
し
」
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
を
い
う
。
光
教
坊
で
は
、
十
二
月
 
 

第
四
節
 
人
の
一
生
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