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こ
の
章

で
は
、
わ
た
し
た
ち
の

一
年
間

の
く
ら
し
に
は
ど

の
よ
う
な
日

々
が
組

み
こ
ま
れ

て
い
る
の
か
を

み
て
み
る

こ
と
に
し
よ
う
。
年
中
行
事

と

は
、
毎
年

そ
の
日
が
巡

っ
て
く

る
と
お

こ
な
わ
れ
る
家
々
の
晴
れ
が
ま
し

い
行
事

の
こ
と
を

い
う
。
家
族

に
と

っ
て
そ
う
し
た
行
事

の
日
は
普
段

の
仕

事

を
休

み
、
日
常
と
は
異
な
る
こ
ざ

つ
ば
り
し
た
着

物
に
着
替
え
、
ご
馳
走
を
食

べ
る
楽
し
み

の
日
で
あ

っ
た
。
中

で
も
正
月
や
盆
は
重
要
な
行
事

で

あ
る
が
、

ほ
か

に
も
数
多

く
の
行
事
が
あ
る
。
伝
統

的
な
行
事
は
姿
を
消
し

つ
つ
あ

る
が
、
誕
生
会

や
ク
リ
ス
マ
ス
、
バ
レ

ン
タ
イ

ン
デ
ー
な
ど

の
よ

う

に
新
た

に
登
場
し
定

着
し
て
き
た
年
中
行
事
も
あ

る
。
行
事

の
日

の
ご
馳
走
は
ま
ず
家

の
神
仏
に
供
え
、
家
族
が
共
食

す
る
も

の
で
あ

っ
た
。
こ
の

こ
と

か
ら
も
、
年
中
行
事

が
本
来
神
仏

の
祭
り
で
も
あ

っ
た
こ
と
が
理
解

で
き

る
。

第

一
節

年

中
行
事
は
ど

の
よ
う
な
日
か

一

働
く

日
と
休

み
の
日



第一節 年中行事はどのような日か

休

み
日
を
カ
ミ

し
だ

い
に
忘
れ
ら
れ

つ
つ
あ

る
が
、
町
内
で
は

一
般

に
農
休
日
を
カ
ミ
ゴ
ト
と
称
し
て

い
る
。
住
ま

い
と
職
場
と
が
接
近

し
て
い

ゴ

ト

と

よ

ぶ

る
農
業
は
、
耕
地
だ
け
で
は
な
く
屋
敷
内
や
周
囲
に
も
数
限
り
な
く
仕
事

が
あ

る
。
農
業
人
口
が
住
民

の
大
多
数
を
し
め
て
い
た

時
代

に
は
、
毎
日
労

働
に
明
け
暮
れ
た
と

い
わ
れ
る
が
、
絶
え
間
な
く

働
き
続
け
た
わ
け
で
は
な
く
、
普
段

の
く
ら
し
で
疲
労
し
た
心
身
を
休
ま

せ
る

休

日
も
設
け
ら
れ
て

い
た
。

こ
と

に
疲
労

の
蓄
積
す

る
農
繁
期
は
定
期
的

に
休
日
を
設
け
る
な
ら
わ
し
が
あ
り
、
各
自

が
任
意

に
決
め
る
も

の
で
は
な

く
、
矢
吹
町
内
で

い
う

「部
落
」

つ
ま
り
地
区
ご
と

に
休

日
を
定
め
、
そ
の
統
制
管
理
は
セ
イ
ネ

ン
た
ち

(青
年
団
な
ど
若
者

の
組
織
)
に
任

せ
る
も

の
で
あ

っ
た
。
カ
ミ
ゴ
ト
と

い
う
呼
称
は
福
島
県
内

に
も
広
く
聞
か
れ

「神
事
」
を
指
す
も
の
と

思
わ
れ
る
が
、
こ

の
こ
と
は
カ

ミ
ゴ
ト
が
単
な
る
休

日
で
は
な
く
神
様

の
た
め
の
行
事
を
意
味
し
、
年
中
行
事

の
本
質
を
示
す
古
風
な
表
現
と

い
え

る
も

の
で
あ
る
。

大

正
四
年

(
一
九

一
五
)
に
編
纂
さ
れ
た
矢
吹
尋
常
高
等
小
学
校

『
郷
土
誌
』
に
は
、
「
休
業

日
と

し
て
数

へ
ら
る
る
は
正

大

正
四
年

の
休
み
日

さ
く

月

(朔

よ
り
十
六

日
問
及

二
十

日
)
、
盆

(七
月
十
四
日
十
五
日
十
六
日
)
、
節
句

(三
月
三
日
、
五
月
五
日
)
、
鎮
守
祭
礼

も

(春
秋
)
に
は
必
ず
休
業
す
る

の
定
な
り
き
。
其
他
部
落

に
よ
り
初
午

、
八
朔

及
毎

月
三
回
若

し
く
は
六
回

の
休
業

日
を
定
め
た

る
こ
と
あ
り

し
が
、

ほ
と
ん
ど

行

は

る

る
あ

り

廃

す

る

あ

り

て

一
定

せ

ざ

り

き

。
今

は

殆

行

は

れ

ず
」

と

あ

る
。

つ
ま

り

一
月

は

一
日
か

ら

十

六

日

ま

で
と

、

一
月

二
十

日

、

二
月

初

午

、

三
月

節

供

(三

日

)
、

五
月

節

供

(五

日

)
、

七
月

十

四
日

か

ら

十

六

日
ま

で
と

、

八

月

一
日

、
鎮

守

の
春

秋

の
祭

礼

の

よ
う

な

、

い
わ

ゆ

る
祭

り

の

日
と

、

月

に
三

回

か

ら

六

回

の

「休

日

」

を

決

め

て

い
た

。

た

だ

し

、
初

午

や
八

朔

、

月

ご

と

の
休

み

日
は

「
部

落
」

す

な

わ

ち

集

落

ご

と

に

日

を

定

め

て

い
た

こ
と

も

分

か

る

が
、

「今

は

殆
行

は

れ
ず

」

と

い
う

の
は

間
違

っ
て

い
る

。

は

っ
さ
く

明
新

の

カ

ミ
ゴ

ト

は

オ

サ

ナ

ブ

リ

(オ

オ

サ

ナ

ブ

リ
)

が

終

る

と

は

じ

ま
り

、

旧

暦

の
八

朔

ま

で
と

決

ま

っ
て

い
た

。

カ

ミ

各

集

落

の
カ

ミ

ゴ

ト

ゴ

ト

に
は

テ
イ

ジ

ツ

(定

日

)

カ
ミ

ゴ

ト

と

モ

ラ
イ

(貰

い
)
カ

ミ
ゴ

ト
が

あ

る

。

テ
イ

ジ

ツ
カ

ミ

ゴ

ト
は

一
、

八

、
十

五

、

二

十

四

日

の

四

日

に
決

め

て

あ
り

ハ
ン
ピ

カ

ミ

ゴ

ト
と

称

し

て
半

日

休

む

。

カ

ミ
ゴ

ト

前

日

の
晩

に

予
告

の
太

鼓

を

鳴

ら

し

、

こ

れ
を

カ

ミ
ゴ

ト

太
鼓

と

い

い
観

音

山

、

館

山

、
新

田

(大

山

)

の
三

か

所

で
打

っ
た

。

オ

サ

ナ

ブ

リ

に
も

前

日

の
晩

に

太
鼓

を

打

つ
。

カ

ミ

ゴ

ト

の

日

は

セ
イ

ネ

ン
が

見

回

り

、
仕

事

を

し

て

い
る

の
を

み

つ
け

る
と

と

が

め

た
り

、
隣

に

い

っ
て
太
鼓

を

打

っ
て

い
や

が

ら

せ
を

し
た

と

い

い
、

こ

れ
を

オ
イ

ア
ゲ

と

い
う

。
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大
和
久

で
も
正
月

や
盆

の
よ
う
な
行
事

日
は
特
に
カ
ミ
ゴ
ト
と
は
よ
ば
な

い
が
、
六
月

一
日
か
ら
九
月

一
日
ま

で
の
三
か
月
間
に

}
斉

の
休
み
日
を

定
め
、
こ
れ
を

カ
ミ
ゴ
ト
と
称
す

る
。
現
在

(二

〇
〇
三
年
)
は
最
終
日

の
九
月

一
日
を
オ

ク
リ
カ
ミ
ゴ
ト
と
称
し

て
野
球
大
会
を
す

る
。
大
和
久
で

は
六
月
七
日
以
降
は
各
月

の
十
日
、
二
十

日
、
三
十
日
が
カ
ミ
ゴ
ト

で
あ
る
。
か

つ
て
は
カ

ミ
ゴ
ト

の
日
に
な

る
と
朝
六
時
に
太
鼓
を

ぶ

っ
て
大
和
久

内
に
知
ら
せ
た
。
雷
神
様
を
祀
る
丘
や
ト
オ
カ

(稲
荷
)
の
森

で
も
太
鼓
を
ぶ

っ
て
周
知
さ
せ
た
と

い
う
。
太
鼓

の
打
ち
方
は

「部
落
」
ご
と
に
異
な

っ
て

い
る

の
で
、
「き

ょ
う

は
ど

こ
そ

こ
の
部
落

で
カ
ミ
ゴ
ト
だ
」
と
話
題
に
な

っ
た
。
カ
ミ
ゴ
ト
に
働
く

こ
と
は
罪

に
な
る
。
従

っ
て
カ
ミ
ゴ
ト
の

日
に
は
セ
イ
ネ

ン
が
集
落
内
を
見
回

っ
て
違
反
者
を
摘
発

し
た
。

田
内
で
は
四
月

一
日

の
春
祭
り
か
ら
十
月

一
日

の
秋
祭
り
ま

で
の
六
か
月
間
カ
ミ
ゴ
ト
を
決
め
、

一
日
、
十

五
日
、

二
十
四
日
で
、

ほ
か
と
同
じ
く

半
日
カ
ミ
ゴ
ト
に
な
る
。
な
お
四
月

一
日
か
ら
三
日
ま
で
と
、
十
月
も

一
日
か
ら
三
日
ま

で
の
問
も
祭
り
な

の
で
カ
ミ
ゴ
ト
に
す
る
。

田
内

で
も
カ
ミ

ゴ
ト
の
日
は
セ
イ
ネ

ン
が
上
か
ら
下
に
太
鼓
を
打
ち
な
が
ら

「追

い
あ
げ
」
を

し
て
歩
き
、
違
反
者
に
は
罰
金
を
科
し
た
。

は
ん

ぴ

三
城
目
で
は

四
月
三
日
か
ら
十
月

三
日
の
間

の
毎

月

一
日
、
八
日
、
十
五
日
、
二
十

四
日

の
四
日
は
午
後

に
半

日
カ
ミ
ゴ
ト
で
休

み
に
な
る
。

農
閑
期

は
行
事

の
日
が
共
通
の
休

み
日
と
さ
れ
て

い
る
。

モ
ラ
イ
カ
ミ
ゴ
ト

定
期

の
カ
ミ
ゴ
ト
以
外
に
も

、
農
繁
期

で
あ
ま
り
に
も
忙

し
く

つ
か
れ
が
た
ま

っ
た
と
き
な
ど
に
は
、
セ
イ
ネ

ン
が
区
長
に
頼

三

日

正

月

み
こ
ん
で
カ
ミ
ゴ
ト
を
許
可
し
て
も
ら
う
こ
と
も
あ
り

、
こ
の
よ
う
な
臨
時
の
カ
ミ
ゴ
ト
を

モ
ラ
イ
カ
ミ
ゴ
ト
と
称
し
た
。
三

城
目
な
ど

で
は

こ
れ
を
三
日
正
月
と
よ
ん

で
い
た
。
七
、
八
、
九
月
中

の
長
雨
が
続
く
よ
う
な
と
き

に
区
長

に
申
し

い
れ
て
も

ら
う
休

み
を

い
い
、
そ

の
と
き

に
区
長
宅

に
門
松
を
立

て
る
こ
と
が
暗
黙

の
申

し
い
れ

で
あ

っ
た
こ
と

か
ら

三
日
正
月
と

い
っ
た
。

モ
ラ
イ
カ
ミ
ゴ
ト
に
な

る
と
午
前

一
〇
時

か

一
一
時
ご

ろ
に
太
鼓
を
打

っ
て
知
ら
せ
る

の
で
正
午
時
ま

で
に
は
仕
事

を
切
り
あ
げ
る
も

の
と
さ
れ
た
。
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第一節 年中行事はどのような日か

旧
暦
と
新
暦

明
治

政
府

は
明
治
六
年

(
天

七
三
)
、
そ
れ
以
前

の
太
陽
太
陰
暦
を
廃
止
し
現
行

の
太
陽
暦

(新
暦
)

に
か
え
た
が
、

;

δ

年

月

遅

れ

以
上
経

つ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
暦
法
改
正
以
前

の
暦

で
あ
る
旧
暦
は
今
な
お
わ
た
し
た
ち

の
く
ら
し
に
生
き
続
け

て
い
る
。
長
年
生

活

に
幽

み
こ
ん
だ
民
俗

が
変
化
し

に
く

い
こ
と
を
示
す
よ

い
例
で
あ
る
が
、
明
治
政
府

の
定

め
た
太
陽
暦

で
は
わ
た
し
た
ち

の
持

つ
季
節
感
が
実
感
し

に
く

い
こ
と

に
も
起

因
す
る
。
矢
吹
町
内
で
も
五
月
節
供

に
シ
ョ
ウ
ブ
や
ヨ
モ
ギ
を
使

い
、
カ
シ
ワ
餅
を

つ
く
る
家
が
あ

る
が
、
太
陽
暦

の
五
月
五
日

で
は
シ

ョ
ウ
ブ
や

ヨ
モ
ギ
、
カ
シ
ワ
の
葉
は
出
揃
わ
ず
、
旧
暦

の
五
月
五
日
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

旧
暦
と
新
暦
と

の
間
に
は
ず
れ
が
あ
り
、
旧
暦
は
ほ
ぼ
ひ
と
月
新
暦
に
遅
れ
る
が
、
年

に
よ
り
差
異

が
あ

る
の
で
暦
に
よ

っ
て
判
断
し
な
け
れ
ば
な

ヤ
コ

ち

ゆ

つ

ら
ず
不
便
で
あ
る
。
そ
こ
で
日
に
ち
を

ひ
と
月
ず
ら
し
た

「
月
遅
れ
」
と

い
う
折

衷

案
を
考
え
出

し
た
。
七
月

の
行
事

で
あ
る
盆
は
、
数
十
年
前
ま

で
矢
吹
町
内

で
は
旧
暦

で
お
こ
な

っ
て

い
た
が
、
し
だ

い
に
月
遅
れ

の
八
月
に
か
わ

っ
て
い
る
。
本
来
は
旧
暦

六
月
十
五
日
に
お
こ
な
う

べ
き
天
王
様

の
祭
り
も
、
月
遅
れ
の
七
月
十
五
日
に
し
て
い
る
地
区
も
少

な
く
な

い
。

行
事

の
日
が
変
化
す
る
要
因
は

い
く

つ
も
あ
る
。
農
業

の
よ
う
に
職
場
と
住
居
が
重
な
り
生
活
が
村
落
内

で
ほ
ぼ
完
結
す
る
時
代

に

変
化
の
要
因

は
、
ム
ラ
の
家

々
の
生
活

の
周
期
は
お
お
よ
そ

一
致

し
て
い
た
が
、
高
度
経
済
成
長
期
を
機
に
、
村
落
外

に
職
場
を
持

つ
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
や
通
学
生
が
多
く

な
る
と
、
別
な
共
通
の
リ
ズ

ム
が
求
め
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
。
新
暦
に
よ

っ
て
活
動
す
る
学
校
を

は
じ
め
と
す
る
公
的
機
関

の

周
期
を
基
準

に
ム
ラ
や
家

の
行
事
が
組
み
立
て
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
、
旧
来

の
主
要
な
旧
暦

の
行
事

は
新
暦
や
月
遅
れ

へ
と
移
行
す

る
よ
う

に
な

っ
て

い
く
。
生
活

の
範
囲
が
ム
ラ
か
ら
そ

の
外

へ
拡
大
し
て

い
く

に
従

っ
て
、
生
活

の
周
期
も
変
化
を
遂
げ
ざ

る
を
得
な
か

っ
た
の
で
あ

る
。
第
三
節
に
示

セロコ

ル
こ

つ

す
よ
う

に
矢
吹
町
内

の
年
中
行
事
も
、

日
に
ち
だ
け
を
み
る
限
り
錯
綜
し
て

い
て
複
雑

に
な

っ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
生
活
様
式

の
変
化

の
激
し
さ
を
物

語
る
も
の
で
あ

っ
た
。

家

の
行
事

に
目
を
転
ず
る
と
、
家
族
員

の
生
活
時
間
に
ず
れ
が
生
じ
価
値
観
も
変
化

し
、
代

々
続

い
て
き
た
行
事

で
あ

っ
て
も

家
の
行
事

の
変
化

意
味
を
な
く
し
た
り
継
承

の
機
会
を
失

い
、
簡
素
化
さ
れ
た
り
廃
止
さ
れ

て
い
く
。
し
か
し
そ
れ

に
か
わ

っ
て
生
活

の
範
囲

で

共
通

に
認
め
ら
れ
る
行
事
が
、
学
校
や
職
場
を
と
お
し

て
家
庭

の
行
事

に
と
り
こ
ま
れ
る
よ
う

に
な

っ
て
き
た
。
家
ご
と

に
は
異
同
は
あ

っ
て
も
、

ム
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ラ
と

い
っ
た
小
地
域
社
会
で
共
通
認
識
さ
れ
て

い
た
行
事
も
、
お
そ
ら
く
省
略

さ
れ
廃
止
さ
れ
る
も

の
が
多
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
近
年
は
地
区

の
行
事

も
本
来

の
日
に
ち
で
は
な
く

、
そ
れ

に
近

い
休
日
の
土

・
日
曜
日
に
移
行

さ
せ

る
傾
向
に
あ
る
。
民
俗

の
変
容
を
と
め
る
こ
と

は
で
き
な

い
が
、
こ

う

し
た
時
代

に
居
あ
わ
せ
た
わ
た
し
た
ち
は
、
少
な
く
と
も
伝
統
的
な
行
事
を
記
録
し

て
お
く
責
務
が
あ
る

の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。
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第
二
節

矢
吹
町
の
年
中
行
事
の
事
例

一

正
月
の
準
備
と
正
月
の
行
事

こ
の
項
で
は
歳
末

の
正
月
準
備
か
ら
正
月
が
終
了
す
る
ま
で
の
行
事
を
と
り
あ
げ

る
。

「正
月
は

い
い
も
ん
だ
。
雪

の
よ
う
な

マ
マ
食

っ
て
、
木

っ

端

の
よ
う
な
餅
食

っ
て
」

(田
内
)
と

い
う
歌
が
あ
る
よ
う
に
、

一
年

中
で
最
も
楽
し

い
正
月
を
迎
え
る
歳
末

の
感
慨
は
ひ
と
し
お
で
あ

っ
た
に
違

い

な

い
。

市

螢

に
は

ム
D
ご
と
に
呈

楚

て
市
が
立

っ
た
.
本
村
は
+

二
月

二
+
四
、
二
+
吾

に
市
が
開
か
れ
る
の
で
、
こ
の
と
き
手
構
、

柄
杓
、
神

の
鉢
、
昆
布
な
ど
正
月
に
用

い
る
品
物
を
買
う
。
神
の
鉢
は
正
月

の
供
え
物
を
あ
げ

る
器

で
、
毎
年

一
つ
だ
け
新
し

い
も

の
を
買

い
足
す
も

の
と
さ
れ
る
。

す

す

払

い

+

二
月
二
+
五
日
や
二
+
七
日
、
二
+

八
日
と
決
め

て
い
た
家
も
あ
る
が
、
最
近
は
職
場
が
御
用
納
め
に
な

っ
て
世
帯

王
が
正
月
休

え
ん

み
に
は

い
っ
て
か
ら
と

い
う
家
が
多

い
。
陣

ヶ
岡

の
K
家
で
は
ま
ず
神
棚

の
大
神
宮
様
を
お

ろ
し
、
縁
側
で
磨

い
て
掃
除
し
飾
り
直
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ノ
よ

ヒつ

じ

す

が
、
す
す
払

い
に
は
ワ
ラ
ミ
ゴ
を
ま
る

っ
て
端
を
切

っ
た
も
の
を
用

い
る
。
お
お
か
た
の
家

で
は
障
子

の
は
り
か
え
な
ど
も
す
る
。
か

つ
て
は
十

二

月
の
す
す
払

い
を
終
え

て
か

ら
畳
を
し

い
た
。
畳
は
四
月

に
は
あ
げ
て
し
ま

い
こ
ん

で
お
き

、
十

二
月

に
再
び
出
す
ま

で
の
期
間
は
板
敷
き

の
ま
ま

か
、

む
し
ろ

錘

を

し
く
程
度
で
あ

っ
た
。

正
月
に
用

い
る
納
豆
を

つ
く
り
は
じ
め
る
こ
と
を

「納
豆
ね
せ
」
と

い
い
、
十

二
月
二
十
五
日
が

「
納
豆
ね
せ
」

の
日
と

さ
れ
た
。

納

豆

ね

せ

ダ
イ
ズ

を
煮

て
戴

ツ
ト
に

い
れ
・
温
か

い
う
ち

に
地
面
に
掘

っ
た
穴

に
納
め
て
ね
か
す
方
法
が
多
か

っ
た
・

田
内
も
十

二
月

二
十
五
日
が
納
豆
ね
せ

の
日
で
、
三
、
四
軒
が
集
ま

っ
て
ダ
イ
ズ
を
煮

て
納
豆
を

つ
く

っ
て
ね
せ
た
。
豆
腐
も

つ
く

る
。
豆
腐
引
き

し

と

い
っ
て
石
臼
を
使

っ
て
マ
メ
を
す
り
、

つ
く

っ
た
豆
腐

は
正
月
用

に
用

い
た
ほ
か
凍

み
豆
腐

に
し
た
。

寺
内

の
S
家
で
は
十

二
月

二
十
八
日
に
餅

つ
き
を

し
て
い
た
が
、
最
近
は
三
十
日
に
お
こ
な
う

こ
と
が
多

い
。
か

つ
て
は
分
家
と

一

餅

つ

き

緒

に

ユ
イ
を

し
・

五
矯

つ
き

の
臼

で

一
俵
分
く
ら

い
つ
き

・
は
じ
め
に
お
墜

餅
を
と
り

そ
れ
以
外
は
贈
答
用

や
正
月
中

に
食

べ

る
餅

に
し
た
。
餅
は
凍
み
な

い
よ
う

に

俵

に

い
れ
て
保
存

し
て
お
き
、
焼

い
て
砂
糖
醤
油
な
ど
を

つ
け
て
食

べ
る
。
十

二
月
二
十

八
日
に
餅
を

つ
く

う
す

家

は

多

い
。

陣

ヶ
岡

の

K
家

で
は

現

在

は

二
斗

く

ら

い
な

の
で

、

一
度

に

四
升

く

ら

い
米

を

ふ

か
し

、

五

臼

つ
く

程
度

で
あ

る

。

か

つ
て

は

一
軒

で

一

俵

分

も

つ
い
た

の
で

、

二

、
三

軒

で

ユ
イ

を

し

た
。

そ

の

こ
ろ

は

翌

日

の
朝

方

ま

で
か

か

っ
た

こ
と

も

あ

っ
た

。

K
家

で

は

一
臼

目

は

「
お
供

え

(供

え
餅

)」
を
と

る
・
供

え
餅
は
丸
め
た
餅
∋
郵
ね
を

一
組
、
隠

居
が
あ

れ
ば
同

じ
三
重
ね
を

誼

、
ほ
か

の
飾
り
餅
は
小
さ
な
も

の
を
四
〇
個
く
ら

い

丸

め
る
。
嫁

の
実
家
に
贈

る
餅
と
寺

に
持

っ
て

い
く
餅
も

つ
く
。
贈
答
用
の
餅
は
角
餅
に
す
る
。
今

は
少
な

い
が
矢
吹
町
で
は
元

日
も
餅
を

つ
く
家

が

多

く
、
お
供
え

に
の
せ
る
丸
餅

の

一
つ
は
元
日
の
ワ
カ
モ
チ

(若
餅
)
を

用

い
る
も

の
で
あ

っ
た
。

ノ

め

な

わ

注
連
縄
や
門
松
は
家

に
よ

っ
て
異
な

る
。
ま
た
新
生
活
運
動

に
よ
り
省
略
し
た
家
も
あ

る
。
陣

ヶ
岡
の
K
家

の
場
合
、
神
棚

の
大

注
連
縄

と
門
松

神
宮
様
に
は

「え
び
」
と
よ
ば
れ
る
注
連
縄
を
あ
げ
る
。
根

元
の
方
を
縄
で
し
ば

っ
て

エ
ビ

の
尻
尾

の
よ
う
に
広
げ
、

一
方
は
藁

し

で

を
三

つ
編
み
に
し
て
徐

々
に
細
く
し
た
長
さ
が

一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

の
注
連
縄
で
、
四
手
を
さ
げ
る
。
改
築
以
前

の
神
棚
は
大
き

か

っ
た
の
で
藁
東

一
把

を
使

っ
て
つ
く
り
、
尻
尾
を
向

か

っ
て
右
側

に
し

て
大
神
宮
様

の
社

の
屋
根
に
は
り
渡
す
。
「え

び
」

は
平
成
九
年

(
一
九
九
七
)
ご

ろ
ま

で
は

つ
く
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っ
て

い
た

。

ほ

か

こ

ぶ

に
古
峰
が
原
様
や

歳

徳

神

様

に

も

七
、
五
、
三
本

の

藁
を

編
み
こ
ん
だ

注
連

縄
を

飾

る
。

各

部

屋

や
土

蔵

、

作
業
場
な
ど
供
え

餅
を
飾

る
所

に
は

輪

っ
か

(輪
飾
り
)

を
あ

け
る

の
で

一

一
本

つ
く
る
。

門
松

二
本

に
も
輪

飾
り
を
飾

る
。

注
連
縄
を
飾
る
の
は
大
晦

日
で
あ

る
。
ま
た
臼
に
注
連
縄
を
廻
す
家

も
多

か

っ
た
。

さ

ん

が

い
ま

つ

門
松

に
は
三
蓋
松
と

い

っ
て
三

層

に
枝
が
出
た
芯
松
を
使

い
、
対

に
し
て
立

て
る
。
隠
居
屋
が
あ

れ

ば
主

屋
と
は

別
に
門
松
を

設
け
、

【写真1-1】 輪飾 り(左 縫 り)七 ・五 ・三

蔑《

ー

遭

絡雛

欝

欄
膿

【写真1-2】 輪飾 り(右 繕 り)七 ・五 ・三

1午は左繕 りで あったが最近 は右繕 りが

多い(提 供 大野弘 知

幽
欝欝濯 騨 ・

藩.

○＼
〆!

ノ 程＼

㌦

1
職 麟

鳳
【写真1-3】 かまど注連縄(関 根 トラ ヨ家)

【写真1-4】 中畑根宿 八幡神社 注連縄づ くり

(提供 後藤助一・郎)

【写真2】中畑新田八幡神社 注連縄
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陣

ヶ
岡
の
K
家

で
は

八
幡
様
を
祀

っ
て

い
る
の
で
屋
敷
神
に
も
立

て
る
。
門
松
を
立
て
る
の
は
大
晦
日

で
、
門
口
に
南
向
き

に
立

て
注
連
縄
を
さ
げ
る
。

寺
内

の
S
家

で
は
大
晦
日
に
門
松
の
松
を
切

っ
て
く
る
。
当
家

で
は
芯
松
は
使
わ
ず
に
枝
松
を
切
り
玄
関
に
打
ち

つ
け
注
連
縄
を
さ
げ
、
神
棚

に
は

な

「牛

の
つ
の
」
と
よ
ば
れ
る
牛
の
角

の
よ
う

な
形

に
絢

い
、
ミ
カ
ン
を

つ
け
た
注
連
縄
を
飾
る
。
オ
カ

マ
様

(か
ま
ど
の
神
様

)
な
ど

に
も
輪

に
し
た

注
連
縄
を

一
〇
本
く

ら

い
あ
げ
る
。
ほ
か
に
孫
が

で
き
る
と
新
年
を

迎
え

る
準
備
に
掛
け
軸
を
飾

る
。
男
孫
は
勇
ま

し

い
絵
柄

の
掛
け
軸
、
女
孫

に
は

そ
れ
ら
し

い
絵
柄

の
も

の
を
さ
げ
る
.、

大
畑

の
あ
る
家

で
は
家

の
ジ

ョ
ウ
グ
チ
の
両
脇

に
ナ
ラ
の
木
を
杭

に
し
て
三
蓋
松
を
立
て
、
朝
と
晩
に
門
松
に
ご
飯
を
供
え
た
。

大

晦

日

と

大
晦

日
に
は

一
晩
中
火
を
絶

や
さ
な

い
で
明
る
く
し
て
お
く
も

の
と
さ
れ
、
火
を
焚
き
続
け
明
る
く
す

る
と
金

の
神
様
が
金

を
投
げ

そ

は

晦

日

蕎

麦

い
れ
て
く
れ

る
か
ら
だ
と

い
う
。
ま
た

こ
の
日
は
晦

日
蕎
麦
を
食

べ
る
。
こ
れ
を
年
取
り
蕎
麦
と
も

い
い
、
元
旦
参
り
か
ら
帰

っ
て

か
ら
家
族
そ
ろ

っ
て
食

べ
る
家
も
あ
る
。

大
晦

日
の
う
ち

に
風
呂

の
水
を
新

し
く
汲
み
か
え
て
お
き
、
朝
風
呂
を
焚

い
て
風
呂

に
は

い

っ
て
か
ら
神
社

に
参
拝
す
る
も
の
と

さ

朝

風

呂

れ
る
.、

各

家
で
は
大
晦

日
の
う
ち
に
集
落

の
鎮
守
様

に
お
参
り
に

い
く
が
、

こ
れ
を
元
旦
参
り
と
称
し
た
り
.
一年
参
り
と

い

っ
た
り
し
て

い

一兀
旦

参

り

る
。
神
社
に
は
総
代
が
ひ
か
え

て

い
て
参
拝
者

に
は
お
神
酒
を

ふ
る
ま
う
。
お
参
り
し
た

つ
い
で
に
古

い
お
札

な
ど
を
納
め

て
く
る
。

正
月
は
男
が
か
せ
ぐ
も

の
で
、
若
水
汲

み
や
料
理
は
男
手
で
お
こ
な
う
も

の
と
さ
れ
、
女
性

の
手
を
借
り
な
か

っ
た
。
ま
た
、
.兀
旦

男
が

か
せ
ぐ

は

「
酒
の
ん
で
な

ん
ね

え
」
「
か
ね
使
う
な
」
と

い
わ
れ
て

い
る
。

暮
れ
に
買

っ
た
手
桶

に
注
連
縄
を

は
り

、
新
し

い
柄
杓
で
井
戸
か
ら
水
を
汲
ん
だ
。
男
が
汲
む
も

の
で
、
汲
ん
だ
水

で
湯
を
沸
か
し
、

若

水

茶
を

い
れ
て
神
棚

に
供
え

て
か
ら
飲

ん
だ
。
別
な
家

で
は
新

し

い
手
桶
と
柄
杓

で
汲
み
、
汲

み
あ
げ
る
前
に
、
オ
サ
ゴ
を
供
え

て
か

ら
手
を
あ
わ
せ

る
。
汲
ん
だ
若
水

は
釜

に
加
え
そ

の
湯
で
米
を

ふ
か
し

て
元
旦
の
若
餅

つ
き
を
し
、
お
供
え
を
供
え
る
と
き
に
神
棚
に
若
水
も
供
え
る
。
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元
日
に
も
餅
を

つ
く
が

こ
れ
を

ワ
カ
モ
チ

(若
餅
)
と

い
う
と

こ
ろ
も
あ
る
。
若
餅
は
元
旦
参
り
か
ら
帰
る
と
す
ぐ

一
臼

つ
く
程
度

若

餅

つ

き

で
あ
る
。
暮
れ

の
二
十
八
日
に

つ
い
た
餅

の
上

に
、
元
日
に

つ
い
た
新
し

い
餅
を
あ
げ

て
お
供
え

に
す
る
家
も
多
か

っ
た
。

さ
ん
ぽ
う

陣
ヶ
岡
の
K
家

の
場
合
、
お
供
え

は
正
月
様

の
掛
け
軸
を
か
け

、
そ
の
前

に
机
を
出
し
て
三
方
を
あ
げ

て
紙
を
し
き
昆
布
を
お

い
て
、

供

え

餅

そ

の
上
に
三
重
ね

の
餅
を

の
せ
る
。
昆
布

は
三
方

の
前
面

に
垂
ら
す
。
三
方

の
両
脇

の
机

の
上

に
は

二
重
ね

の
お
供
え

も
添
え

る
。

二
重
ね

の
餅
は
権
現
様
、
八
幡
様
、
仏
壇
、
土
蔵
、
作
業
場
な
ど
注
連
縄
を

飾
る
と

こ
ろ
に
も
供
え
る
。
寺
内

の
S
家
で
は
、
お
供
え

の
餅
は
三
重
ね

の
も

の
を

ウ
ワ
イ

ロ
リ
の
正
面

に
あ
る
神
棚
と
座
敷

の
床

の
間

に
飾
る
。
大
き
な
丸
餅

の
上
に
昆
布
を

し
き
、
そ

の
上
に
二
重
ね

の
餅
を
飾
り
、
三
重

ね
の
餅

の
両
脇
に
二
重
ね
の
供
え
餅
を
お
く
ほ
か
、
二
重
ね

の
供
え
餅
は
シ
タ
イ

ロ
リ

に
あ
る
オ
カ

マ
様

の
神
棚
な
ど
数
か
所
に
あ
げ
る
。
上
に
の
せ

る
の
は
元
日

に
つ
い
た
餅

で
あ
る
。
お
供
え
は
元
日
に
飾
る
も

の
と
さ
れ
、
そ
の
様
式
は
家
に
よ

っ
て
多
少
違

っ
て
い
る
。

年

始

嫁

よ

び

三
日
と
ろ
ろ

寺

の
年
始

山

入

り

な
た

は
錠
、
餅
、
オ
サ
ゴ
を
持

っ
て
自
宅

の
山

に
は
い

っ
て
柴
を
切
り

、
そ

の
切
り
株
に
餅
と
オ
サ
ゴ
を
供
え
て

一
年

の
山
仕
事

の
無
事
を
祈

っ
た
後
、

で
し
ば

っ
た
柴
を
持
ち
帰
る
。

二
日
あ
た
り
か
ら
親
戚
の
年
始

に
回
り
は
じ
め
る
が
、
嫁

や
婿
が
は
じ
め
て

の
正
月
を
迎
え
た
新
年
は

一
月
二
日
に
里
帰
り
し
、
実

家

に
二
晩
泊
ま

っ
て
く
る
。
里
帰
り
か
ら
帰
る
と
、
嫁

や
婿
が
叔
父
叔
母
な
ど

の
親
戚
を
招

い
て
ご
馳
走
す
る

(根
宿
)
。

三
神

で
は

一
月
二
日
か
ら
十
四
日
ま

で
の
仏
滅
以
外

の
日
に
は
、
親
戚

の
家
で
新
し
く
は

い

っ
た
花
婿

や
花
嫁
を
招
待
す
る
な
ら
わ

し
が
あ
り
、
こ
れ
を

「嫁

よ
び
」
と

い

っ
て
い
る
。

一
月

三
日
の
夜
に
は

「
三
日
と

ろ
ろ
」
と

い
っ
て
、
と

ろ
ろ
を
か
け
た
飯
を
食
う
も

の
で
あ

っ
た

(
三
神
)
。

一
月

四
日
は
寺

の
年
始

で
、
中
畑

の
あ
る
家
で
は
菩
提
寺

の
澄
江
寺
に
年
始

に
い
く
。
か

つ
て
は
年
賀

に
餅
を
持
参
し
た
が
、
現
在

は
お
金

に
か
わ

っ
て

い
る
。

一
月

六
日
に
お

こ
な
う
。
オ
サ
ゴ
と
餅
を
持

っ
て
持
ち
山
に

い
き

、
オ
サ
ゴ

(
米
)
、
餅
を
供
え

て
か
ら
柴
木
を
切

る
。
切

っ
て
き

か
ゆ

た
柴
木
を
翌
日
の
七
草

の
粥
を
煮
る
た
め
の
お
炊
き
あ
げ

の
木
に
し
た
り

、
団
子

の
木
に
用

い
る
木
を
切

っ
た
り
も

す
る
。

三
神

で縄

こ
の
柴
は
春
先

に
味
噌
を

つ
く

る
際
、

マ
メ
を
煮
る
燃
料

に
使
う
。
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七

草

一
月
七

日
は
七
草

で
、
セ
リ
、
ナ
ズ
ナ
な
ど
青
物
を
粥
に
い
れ

て
食

べ
る
。

一
月
十

一
日
の
行
事

で
鍬
入
れ
と

か

「
田
う
ね

え
」

(
田
う
な

い
)
と
も

い
う
。
根
宿

の
G
家
で
は
若
水

を
汲
む
の
に
使

っ
た
手
桶

鍬

入

れ

み
な
く
ち

こ
の
松
を
持

っ
て
苗
代

田
に
い
く
。
苗
代
田
の
水

口
に
松
を
立
て
、
オ
サ
ゴ
を
供
え
て
、
持
参

に
松
の
枝
を
結
わ
え
て
お
く
の
で
、

し
た
鍬

で
田
を
う
な
う
真
似
を
す
る
。
三
神
で
は
三
本
鍬
と
か

マ
ン
ガ
、
門
松

の
芯
松
、
米
、
餅
を

田
に
持

っ
て
い
き
、
田
に
松
を
立

て
て
輪
飾
り
を

み

く
わ

さ
げ
、
米
、
餅
を
供
え

て
か
ら
、
持
参

の
農

具
で
田
を
三
鍬
う
な
う
。
田
う
ね

え
は
苗
代
田
で
お
こ
な
う
場
合
が
多

か

っ
た
。
五
十
年
ほ
ど
前
ま
で
は
、

こ
の
日
、
仲
間
三
人
ほ
ど
が

つ
れ
立

っ
て
ほ
か
の
集
落

に
田
う
ね

え
に

い
く
こ
と
も
あ

っ
た
。
女

の
着
物
を
着

て
ヒ
ョ
ッ
ト

コ
面
を
被
り
、
籠
を
背
負

く
わ
が
ら

ひ
こ
く
わ

ふ
た
く
わ

い
鍬
柄
を
持

っ
て
仮
装
し
、
「
田
う
ね

え
に
き
ま
し
た
」
と

い
い
な
が
ら
家
に
は

い
る
。
鍬
柄
を
振
り
な
が
ら
、

コ

鍬
ざ

ん
ぶ
り

し
ょ
、

二
鍬
ざ

ん
ぶ

り
し
ょ
、

三
鍬
め

の
鍬
さ
き

で
金
銀
茶
釜
を
ほ
り
だ

し
た
」
と
縁
起

の
よ

い
言
葉
を
唱
え
る
。
訪
問
を
受
け
た
家

で
は
祝

い
餅
を

配

っ
た
。
お
祝

い
の

き

っ
そ

う

も

ち

吉
相
餅
な

の
で
、
こ
れ
を
食
う
と

「頭
を
病
ま
な

い
」
と

い
う
。

中
畑

で
も
鍬
入
れ
は
三
蓋
松
を

田
に
持

っ
て
い
き

、
そ
れ
を

田
に
立

て
、
そ
の
根
元

に
米
、
餅
、
塩
引
き
を
供
え

て

「
ほ
ー

い
、
ほ
い
」
と
声
を
だ

し
な
が
ら
鍬

で
田
を
少
し
耕
す
行
事
を

い
う
。
子
ど
も
た
ち
が

つ
い
て
い
き
、
お
供
え
を
も
ら

っ
た
も

の
で
あ

っ
た
。

十
四
日
に
は
白
河

の
町

で
ダ
ル

マ
市

が
開
か
れ
る

の
で
、
根
宿

の
G
家

で
は
家
族
の
だ

れ
か
が
必
ず
ダ
ル

マ
市
に
で
か
け
、
新
し

白

河
ダ

ル

マ
市

い
ダ
ル

マ
を
受
け

て
く
る
。
こ
の
日
、
風
を
受
け

て
く
る
と
風
邪
を
ひ
か
な

い
と

い
う
。

根
宿

で
は
団
子
の
木
を

一
月
十
四
日
に
飾

る
が
、
団
子

の
木

に
す

る
ミ
ズ
キ
や
ヤ

マ
グ
ワ
は

一
月
六
日

の
山
入
り
の
日
や
十

↓
日

の

団

子

さ

し

せ
ん
て
い

ミ
ズ

キ
は
庭

に
植
え

て
お
き
普
段
前
刀定
を
し

て
団
子
を

つ
け
た
と
き

に
、
き
れ

い
に
垂
れ
さ
が
る
よ

鍬
入
れ

の
日
に
切

っ
て
く
る
。

う

に
形
を
整
え

て
お
く
家
も
あ

る
。
大
き

な
団
子
の
木
は
、
倒
れ
な

い
よ
う

に

一
斗
枡

に
石
を
詰
め

て
そ

こ
に
刺

し
、
ウ
ワ
イ

ロ
リ

の
あ
る

エ
ノ

マ

(居
間
)
に
飾
る
。
石
臼
を

土
台

に
す

る
家
も
あ

る
。
小
さ
な
枝

の
団
子

の
木
も
何
本
か

つ
く
り
、
井

戸
や
厩
、
ほ
か
の
付
属
屋
な
ど

に
飾

る
。
根
宿

つ

の
G
家
で
は
当

日

つ
い
た
餅
で

つ
く

る
も

の
を
団
子
さ
し
と
よ
ん
で

い
る
。
枝
に
は
縁
起
物
を
か
た
ど

っ
た
せ
ん
べ
い
を
紙

に
吊
る
し
て
さ
げ

る
。
寺

内

の
S
家

で
は
十
三

日
の
晩
に
お
こ
な
う
。
切

っ
て
き
た
ナ
ラ
の
木

に
団
子
を
さ
し
、
せ
ん
べ
い
な
ど
も

飾
る
。

せ
ん
べ
い
は
町
か
ら
お
ば

さ
ん
た
ち

527



第六章 一年の生活

が
売
り

に
き
た
も

の
で
、
繭
、
大
判
、
鯛
な
ど

の
縁
起
物

の
形
を
し
た
も

の
で
あ

っ
た
。
陣

ヶ
岡

の
K
家
で

は
米

の
粉

で
俵
や
大
判
な
ど
の
形

の
団
子
を

つ
く
り
、
晩

に
家
族
み

ん
な

で
ミ
ズ

キ
に
さ
し
、
あ
ら
か
じ
め

売
り

に
き
た
大
判
、
小
判
、
米
俵
、
繭
形

の
せ
ん

べ
い
も
紙

に
さ
げ

て
枝
か
ら
吊
る
す
。
飾
り
た

て
た
ミ
ズ

お

も
し

キ
は
、
穴
が
あ

い
て

い
る
ウ
ム
シ
石

(重
石
)
を
台
に
し
て
座
敷

に
立

て
、
小
さ
な
団
子

の
木
は
門
松
を
飾

っ
た
蔵

や
作
業
場
な
ど
に
飾
る
。
団
子

の
木
は

一
月
二
十

四
日
ま

で
飾

っ
て
お
き
、

.
月

二
十

四
日
に

「
団

子
も
ぎ
」
と
称
し
て
、
団
子
を
と

っ
て
食
べ
る
。

団
子

さ
し
を
す
る
と
き
に
煮
た
団
子
の
汁
を
使

い
、
カ
キ

の
木
な
ど
実

の
な
る
木

の
と
こ

な

り
も
う
せ

な

う
に
い

っ
て
錠

で
木
に
切
り

つ
け
、
切
り

口
に
団
子

の
汁
を

つ
け

て

「生
り
も
う
せ

(実

ま

し

ナび

が

生

る
よ

う

に

)」

と

呪

う

。

で
ん
が
く

根
宿

の
G
家

で
は
団
子
さ
し
を

し
て
団
子

の
木
を
飾

っ
て
か
ら
田
楽
焼
き
を
す
る
。
豆
腐

田

楽

焼

き

屋
に

マ
メ
を
持

っ
て
い
っ
て
豆
腐

に
し

て
も
ら

い
、
そ
れ
を
短

冊
切
り

に
し

て
竹
串
に
さ

し
イ

ロ
リ

(囲
炉
裏
)
の
周
り

に
さ
し
て
お
く
。

返
し
な
が
ら
焼
く
。

田
楽
焼
き
は
イ

ロ
リ
の
あ

っ
た
昭
和
四
十
年

⊃

九
六
五
)
ご
ろ
ま
で
お
こ
な

っ
て
い
た
。

松
送
り

・
お
供

団
子
さ
し

の
後
、
三
神

で
は
松
送
り
を
し
た
。

え

を

お

ろ

す

ど
を
ま
と
め
て
縄

で
し
ば
り
、

を
す
る
。
こ
の
と
き

に
は
お
供
え
の
餅
も
お

ろ
す
。
矢
吹
町
内

で
は
神
社

に
松
飾
り
な
ど
を
送

る
と

こ
ろ
と
、

弥
栄

で
は
ト
ウ
ヤ
ン
ボ
と
称
し
た
。

一
本
木
の
鈴
木
栄
氏

の

「
年
中
行
事
」
稿

に
は

ト

ヤ

ボ

ボ
と
か
ト
リ
ヤ
ボ
と
も

い
う
。

み

一
問
四
方

、
高
さ
五
、
六
尺

の
小
屋
を

つ
く
り

一
か
所
に
入
口
を
設
け

て
、

＼麹 、

＼'詩

/き
、/

1戸1＼3

∴∵ζ塔 竣1さ

漏蟹
【写真3】 団子 さ し

す
り
ば
ち

 焼
き
色
が

つ
く
こ
ろ
、
す
り
お

ろ
し
た
ネ
ギ
に
味
噌
と
砂
糖
を
加
え

て
揺
鉢

で
す

っ
た
味
噌
を

つ
け
、

こ
れ
は
門
松
や
注
連
縄
な
ど
正
月
飾
り
を
は
ず

し
て
送
り
出
す
行
事

で
、
門
松
な

集
落

の
愛
宕

さ
ま

の
脇

に
納
め
る
。
十

五
日
の
行
事
で
あ

っ
た
が
、
近
年
は

一
月
八
日
に
松
送
り

燃

し
て
送
る
地
区
と
が
あ

る
。

「
と
り
や
ん
ぼ
焼
」
と
あ
る
。
根
宿

で
は
ト
ヤ

正
月
中
に
子
ど
も
た
ち
が
小
屋
を

つ
く

る
。
寺
内

で
は
神
社

の
下
の
田
を
借
り
て
、
四
本

の
柱
を
組

周
囲
の
壁

は
藁

で
覆

い
小
屋
の
中
央

に
は
竹

の
柱
を
立
て
る
。

こ
の
材

528
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料
は
年
長
の
子
ど
も
を
中
心
に
し
て
入
手
す

る
も

の
で
、
近
く

の
山
か
ら
ナ
ラ
の
木

や
竹
を
も
ら

い
、
藁
な
ど
は
持
ち
寄
る
も

の
で
あ

っ
た
。

一
月
十
四
日
の
朝
、
子
ど
も
た
ち
は
リ
ヤ
カ
ー
を
ひ

い
て
正
月
飾
り
な
ど
を
集
め
て
集
落
内
を
回
る

の
で
、
各
家

で
は
子
ど
も
た
ち
に
駄
賃
を
渡
す
。

集
め
た
飾
り
は
小
屋

の
中

に
納
め
た
。
十

四
日
の
晩
に
な
る
と

、
こ
の
小
屋

に
火
を

つ
け
て
正
月
を
送

っ
た
。
ナ
ラ
な
ど
は
生
木
な
の
で
燃
え
残
る
た

め
、
か

つ
て
は
燃
え
残
り

の
柱
は
薪
と

し
て
売
り
小
遣

い
に
し
た
。

中
畑
で
は
ト
ー
ヤ
ボ

ー
と
も

い
う

。
十

四
日
の
夕
方
お
こ
な
う
集
落

の
行
事
で
、
本
来
は
子
ど
も
た
ち
が
お
こ
な
う
も

の
で
あ

っ
た
が
、
現
在
は
中

学
生
が
二
人
し
か

い
な

い
の
で
世
話
人
が
助
力
し

て
い
る
。
か

つ
て
は
尋
常
高
等
科

一
年
生

が
中
心

に
な

っ
て
こ
の
行
事
を
す
す
め
た
。
ま
ず
、
ナ

ラ

の
木
を
も
ら

っ
て
き

て
四

つ
柱
を
組
み
、
問
に
細
木
や
竹
を
結

わ
え
た
り
し

て
骨
組
み
を

つ
く
り
そ
れ
を
藁
で
囲

っ
て
小
屋
を

つ
く
る
。
こ
の
行
事
は

ほ
か

の
集
落
で
も

お
こ
な

っ
て
い
た
が
、
大
畑

の
ト
ー
ヤ
ボ
ー
の
小
屋
は
こ
と
に
大
き
か

っ
た
。
学
校
帰
り
に
子
ど
も
た
ち
は
よ
く
ト
ー
ヤ
ボ
ー
で

一

休

み
し
た
も

の
で
あ

っ
た
。
ま
た

一
尺
く
ら

い
に
切

っ
た
ナ
ラ
の
木
の
細
木
を
た
く
さ
ん
用
意

し
、
そ
れ
を
集
落
内
の
家

々
に
売
り
歩
き
、
小
遣

い
稼

孟

華

」

ず

麟読

▽

h
藍
零

囑

難

,

で

£

藁

】

、
.

議

お

㌦

灘

磯
・凝 控・轟 熱灘藤 論講 鰯 二驚

【与具4・5】 寺内 とやぼ 〔提供 佐藤俊二♪

ぎ
を
す
る
の
も
子
ど
も
た
ち

の
つ
と
め
で
あ

っ
た
。

こ
の
ナ
ラ
の
木

の
棒

は
屋
根
に
投
げ
あ
げ

て
お
く
と
火
除
け
の
呪

い
に
な
る
と

い
わ
れ
、
五
銭

く
ら

い
で
売

っ
た
。
各
家

で
は
正
月
の
門
松

や
注
連
縄
を
集
め
て
軒
先

に

お

い
て
く
れ
る
の
で
、
こ
れ
も
集
め
て
小
屋
に
納
め

て
お
く
。
ト
ー
ヤ
ボ

ー
の
行
事

の
と
き

に
は
ヤ
ド
を
借
り
、
そ
の
家

に
子
ど
も
た
ち
が
集
ま
り
、

火
除
け

の
木
を
売

っ
た
お
金

で
砂
糖
な
ど
を
買

っ
て
、
ヤ
ド
か
ら
借
り
た

大
き
な
鍋
で
砂
糖
団
子
を

つ
く
る

の
が
楽

し
み
で
あ

っ
た
。

十
四
日

の
晩
に
な
る
と
集
落
内
ば
か
り
で
は
な
く
、
周
辺
か
ら
も
見
物

人
が
集
ま

っ
て
き
た
。
現
在

の
中
畑

の
ト
ー
ヤ
ボ
ー
は
菊

田
善
四
郎
氏
ら

の
尽
力

で
復
活
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
ト
ー
ヤ
ボ
ー
の
周
囲
を
と
り
囲
ん
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第六章 一年の生活

で
ご
祈
祷
を
し
、
区
長
や
世
話
人
が
火
を

つ
け
て
燃

や
す
。

嫁

の
ひ
ざ
な
お
し

↓
月
十

五
日
に
は
、
嫁
は
実
家

に
い

っ
て
ゆ

っ
く
り
し
て
く

る
こ
と
が
で
き

る
。

こ
の
嫁

の
里
帰
り
を

ひ
ざ
な
お
し
と

い
う

。

み
ず
い
わ
い

三
城
目

で
は
、

一
月
十
五
日
に

「水

祝

」

「水
浴
び
」
と

い
う
行
事
を
し

て
い
た
。
第

二
次
大
戦
中
ま

で
お

こ
な
わ
れ
て

い
た
が
、

水

祝

戦
争

が
激

し
さ
を
増
す
と
と
も
に
し
だ

い
に
簡
素
化
さ
れ
、
昭
和
十
八
年

に
姿
を
消
し
た
。
昭
和
、
一十
二
年

(
一
九

四
七
)
に

一
時

復
活

し
た
も

の
の
再
度
途

絶
え
た
。

わ
ら
し

一
月
十

一
日
早
朝
か
ら
、
は
じ
め
て
三
城
目

に
は

い
っ
た
婿

(花
嫁

)
が
、
浴
衣
に
素
足
草
鮭

の
姿
で
、
三
城
目
全

戸
を
巡
り

「新
年

の
あ

い
さ

つ
」

を

述
べ
る
。

こ
れ
を

「
婿
年
始
」
と
も
よ
ん
だ
。

や
と

十

二

日
か

ら

「水

祝

」

の
準

備

に

は

い
り

、

上

町

(L

合

)

と

下

町

(
下
合

)

に

「
宿

」

を

借

り

、

世

話

は

「古

婿
」

と
よ
ば
れ
る
前
年

の

「
花
婿
」
が
す
る
。
「
使
者
」
正
副

二
名

(未
婚

の
男

子
)
を
依
頼

し
て
ド
町
と
上
町
の
連
絡
役
を
務
め
る
。

十

四
日
に
は
双
方

の
宿

へ
使
者

が
送
ら
れ
、
卜
五
日

に

「水

浴
び
」

が
は
じ
ま
り
、
見
物
人
も

押
し
か

け

、
古
婿

・
花
婿

・
親
類
縁
者

が
上

・
下
の
境
界
ま

で
歩
き
、
水
を

か
け
ら
れ
な
が
ら
宿
に
戻
る
。
こ
の

行
事
は
、
か

つ
て
厄
病
が
は
や

っ
た
と
き

に
、
厄
病
除
け
と
し

て
は
じ
め
ら
れ
た
と
も
伝
え
ら
れ
て

い
る
。

詳

し
く
は
、
第
五
章

の
人

の

一
生
第

一
節
結
婚

四
、

三
城
目

の
水

祝
の
項

に
ゆ
ず
る
。

地
獄
の
釜
の

一
月
十

六
日
と
盆

の
十
六
口
は

「
地
獄
の
釜

の
蓋
が
開
く
」
と

い

っ
て
風
呂
を
焚

い
て

蓋

が

開

く

は

い
け
な

い
日
と
さ
れ
る
。
そ

の
た

め
朝

早
く
鼠賑

の
掃

除
を
し

て
謄
を
出
し
・
馬

の

寝
藁
を
全
部
と
り
か
え

る
。
ま
た
風
呂
も
き

れ

い
に
掃
除
を
し
て
お
く
。

じ

ゅ

ず

く

十

三
念
仏

の

根
宿

の
来
迎
院

で
は
年

に
五
回
ほ
ど
数
珠
繰
り
を
お

こ
な
う
。

一
月
十
六
日
と

、
盆

の

数

珠

繰

り

十
六

日
、
お
釈
迦
様

の
日
、
春
と
秋

の
彼
岸

で
あ
る
。
集
落

の
七
〇
歳
以

上
の
女
性
が

【写真6】根宿来迎院十三仏念仏

530



こ
れ

に
参
加
し
、
十

三
仏

の
掛
け
軸
を
か
け
、
寺

に
保
管
し
て
あ

る
長

い
数
珠
を
廻
す
。
加

入
し
た
ば
か
り

の
人
が
世
話
人

に
な
る
。

や
ふ

い

た
ん
も
の

一
月
十
六
日
と
盆

の
十
六

日
は
奉
公
人
が
里
帰
り
す

る
薮
入
り
で
あ

る
。
奉
公
人
が

い
る
家
で
は
こ
の
日
、
お
金
や
反
物
を
持

奉
公
人
の
藪

入
り

た
せ

て
里
に
帰
し
た
。

ハ
ヨ
モ
ジ
リ
と
は
農
作
業

に
用

い
る

ハ
ヨ
ナ
ワ
と
称
す

る
太

い
縄
を
よ
じ
る
作
業

の
こ
と
で
、
田
内

で
は

一
月
十
九
日
に
四
、
五
軒

ハ
ヨ
モ
ジ
リ

ほ
ど

の
家
が
集
ま

っ
て
お
こ
な

っ
て
い
た
。
仲
間
の
家

々
が
回
り
番
で
ヤ
ド
を
務
め
、
ヤ
ド
に
あ
た

っ
た
家

で
は
砂
糖
餅
や
ア
ン

コ

餅
を
ふ
る
ま
う
も

の
で
あ

っ
た
。

二

春
か
ら
夏
に
か
け
て
の
行
事

節
分
か
ら
盆
前

の
時
期
ま

で
の
行
事
を

と
り
あ
げ
る
。
節
分
を
過
ぎ

る
と
立
春

に
な
る
が
、
旧
暦

で
は
節
分
、
立
春

の
こ
ろ
が
新
年
に
な
る
こ
と
が

多
く
、
季
節

の
大
き
な
か
わ
り
目
で
農
作
業

の
準
備

に
は

い
り
、
し
だ

い
に
作
業
が
本
格
化
す

る
時
期

に
あ
た
る
。

第二節 矢吹町の年中行事の事例

二
月

三
日
の
冬

の
節
分
の
翌
日
が
立
春

で
あ
る
。
根
宿

の
G
家

で
は
節
分
に
は
白

い
ご
飯
を
炊

い
て
神
棚

に
あ
げ
、
明
る

い
う
ち

に

節

分

な
ま
く
さ

い

イ

ワ
シ
の
頭
の
生
臭
を

マ
メ
の
枝

に
刺
し
た
も

の
を
戸

口
に
刺
し
て
お
く
。

マ
メ
ま
き

の
マ
メ
は
ダ
イ
ズ
を
煎

っ
た
も

の
を
使

い
、

主
屋

の
神
棚
や
、
縁
側

か
ら
外
に
向
け
て
ま

く
。
土
蔵

や
隠
居
屋
に
も
ま
く
。
神
棚
に
は

「
日
本
中

の
神
様
に
あ
げ
ま
す
。
天
照
皇
大
神
宮
様
」
と

い

い
な
が
ら
ま
き

、
土
蔵

で
は
ま
き
な
が
ら

「
く
ら

が
み
さ
ま
に
あ
げ
ま
す
」
と
唱
え
、
主
屋
に
戻
り

エ
ノ
マ

(居
間
)
の
雨

戸
を
開
け

て
か
ら

「福
は

内
、
福
は
内
」

と
内
側

に
ま
き
、
最
後
に

「鬼
は
外
」
と

い
い
な
が
ら

マ
メ
を
外

に
投
げ

つ
け
る
。

マ
メ
は
歳

の
数
だ
け
食

べ
る
も

の
と
さ
れ
る
。

こ

の
日
は
白
飯
と
ケ

ン
チ

ン
汁
な
ど
普
段
よ
り
は
よ

い
も

の
を

つ
く

っ
て
食

べ
る
。

田
内

の
K
家

で
は
、
「
お

つ
よ
鍋
」
で

マ
メ
を
煎
り

、
煎

っ
た

マ
メ

は

「
天
照
皇
大
神
宮

に
あ
げ
ま
す
。
よ
ろ
ず

の
神
様

に
あ
げ
ま
す
」

と

い
っ
て
神
棚
に
供
え
て
か
ら

マ
メ
を
ま
く
。
ト
ン
ボ

グ
チ

(出
入

口
)
に
は
イ
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ワ
シ
の
頭
を

マ
メ
木
に
挿

し
、
は
さ
ん
で
お
く
。

矢
吹

の
鈴
木
栄
氏
の

「年
中
行
事
」
稿
に
よ
れ
ば

「豆
ま
き
、
く
ろ
越
し
餅

立
春

の
前
日
年
と
り
と
称
し
戸

口
毎

に

『
い
わ
し
』

の
頭
を
豆
柄
も

し
く

は
柊

の
枝

に
挿
し
、
煎
り
豆
を
撒
き
、
『
福
は
内
、
福

は
内
、
鬼
は
外
』
を

三
遍
ず

つ
唱
え
な
が
ら
、
家

の
内
外
に
撒
く
家
庭

の
行
事

。
子
ど
も

ら
は
自
分

の
歳

の
数
だ

け
の
豆
を
拾

っ
て
食

べ
る
」
と
あ
る
。

二
月
八
日
に
は

ワ
ラ
ダ
や
シ

ョ
イ
籠

の
よ
う
な
目

の
粗

い
籠
を
、
道
か
ら
家

へ
の
入
口
に
か
か
げ
て
お
く
。
家

に
は

い

っ
て
こ
よ
う

籠
を
さ
げ
る

と
す

る
悪
魔
が
、
籠

の
目
を
み
て
中

に
閉
じ

こ
め
ら
れ
る
も

の
と
勘
違

い
し
て
怖

が
る
の
で
、
悪

い
も

の
が
は
い

っ
て
こ
な

い
の
だ

と

い
う

(根
宿
)
。

や

ま

ヒ

田
内

で
も

二
月
八

日
に
は
、
は
や
り

病

が
こ
な

い
よ
う

に
、
戸
口
に
草
刈
り
籠
を
吊

る
す
。
籠

に
は
目
が
た
く
さ
ん
あ
る

の
で
、
悪

い
も

の
が
怖

が

っ
て
家

に
は

い
っ
て
こ
な

い
の
だ
と

い
う

。

針

供

養

こ
れ
も

二
月
八
日

の
行
事

で
、
針
を
使
わ
な

い
日
と
さ
れ
裁
縫
を
し
な

い
。
洋
裁
和
裁

の
学
校
で
も

お
こ
な

っ
て
い
る
。

田
内

で
は
旧
暦
二
月
九

日
と
秋

の
旧
暦
十
月
九

日
は
山

の
神

の
行
事
が
あ

っ
た
。
こ
れ
は
セ
イ
ネ
ン
た
ち
の
講

で
ま

わ
り

(
順
番

)

山

の

神

で
ヤ
ド
を
務
め
た
。
参
加
者

は
米
を
五
合
持
ち
寄

っ
て
、
ヤ
ド

で
煮
し
め
な
ど
を

つ
く

っ
て
山

の
神
を
拝

ん
で
会
食
し
た
。

き

ね
ん

集
落

の
占

い

・
村

こ
の
行
事
は
村
祈
念

(大
畑

.
堤
)
な
ど
と
よ
ぶ
行
事

で
矢
吹
町
内
に
広
く

お
こ
な
わ
れ

て
お
り

、
二
月
と

い
う
地
区
も
あ

れ

き

リ
モ
リよ

う

祈
念
の
数
珠
繰

り

ば

、
三
月

に
す

る
地
区
も
あ

っ
て
さ
ま
ざ
ま

で
あ
る
。
あ
ら
か
じ
め
地
区

の
代
表
が

ワ
カ
サ

マ
に
集

落

の

一
年

間
の
吉

凶

を

へつ
ら

な
占

っ
て
も
ら
う
点

が
こ
の
行
事

の
特
徴
で
あ

る
。

日
に
ち
は
決
ま

っ
て

い
な

い
が
、
根
宿
で
は
部
落
祈
念
と
称
し
二
月
中
に
集
落

の
長
老
が
日
に
ち
を
決
め

て
お
こ
な
う
。
七

〇
歳
以
上

の
女

性
が
部

フて
く

さ

い

落

の
息
災
を
願

っ
て
お
こ
な
う
数
珠
繰
り
で
、
か

つ
て
は
集
落
内
の
全
戸
を

一
軒
ず

つ
回
り
、
家

の
入
口
で
数
珠
を
廻
し
な
が
ら
念
仏
を
三
遍
唱
え

る

と
、
各
家

で
は
家
の
人

が
出

て
お
供
え

物
を
あ
げ
た
。
あ
ら
か
じ
め
白

河
の
ワ
カ
サ

マ
に
ム
ラ
の
運
勢
を
占

っ
て
も

ら
う
。

レさ

レ

マ
ル

原
宿

の
場
合
は
一
、月
末
か
ら
三
月
は
じ
め
に
か
け

て
町
内
祈
念
を
す

る
。
正
福
寺

の
僧
侶
に
祈
祷

し
て
も
ら

い
、
老
人

ク
ラ
ブ

の
女
性
た
ち
が
数
人
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で
数
珠
繰
り
を
す
る
。

中
畑

で
も
町
内
祈
念
と

い
う
。
集
落
内
全
戸
の
無
病
息
災
を
祈
念
す

る
行
事

で
、
寺
内

で
は
阿
弥
陀
堂

で

三
晩
続
け

て
お
こ
な
う
。
寺
内
集
落
で
は
三
月
中

の
日
柄

の
よ

い
日
を

み
は
か
ら

っ
て
決
め
る

の
で
、
数

日

前

に

「
い
つ
い
っ
か
か
ら
数
珠
繰
り
や
る
」

と
区
長
か
ら
触
れ
が
回

っ
て
く

る
。
あ
ら
か
じ
め
区
長
と
副
区

長

二
人

の
三
名

で
平
鉢

の
ワ
カ
サ

マ
の
所
で
ご
祈
祷
を
受
け

て
く
る
.、
か

つ
て
は
寺
内
に

ワ
カ
サ

マ
を
呼
ん

で

一
年
間

の
占

い
を

し
た
。
た
と
え
ば

「
上
の
方
は
火
が
危
な

い

(上
の
方

に
出
火
が
あ
る
の
で
気
を

つ
け

ろ
)
」
と

い

っ
た
よ
う

に
占

っ
て
く
れ

る
。
寺
内

の
阿
弥
陀
堂

に
は
大
き
な
数
珠
が
保
管
し

て
あ
り
、
そ

の

数
珠
を
使

っ
て
年
寄
り
を
中
心
に
し
て
三
晩
続
け

て
数
珠
を
廻
し
て
無
病
息
災
を
祈
念
す
る
。
数
珠
繰
り

に

参
加
す
る
者
は
、
オ
サ
ゴ

(
コ
メ
)
袋

に
オ
サ
ゴ
を
持
参
し
て
奉

納
す

る
が
、
参
詣
に

い
っ
た
者

は
奉
納
さ

れ
た
オ
サ
ゴ
の
山
か
ら

一
つ
か
み
オ
サ
ゴ
を

い
た
だ
き
、
オ
サ
ゴ
袋

に
い
れ

て
持
ち
帰
る
。
持
ち
帰

っ
た
オ

サ
ゴ
は
ご
飯
に
加
え

て
炊
き
、
神
棚

に
供
え

て
か
ら
家
族
全
員

で
い
た
だ
く
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

ワ
カ
サ

マ
は
ワ
カ
ド

ノ
と
も

い
い
、
眼
の
み
え
な

い
祈
祷
師

の
こ
と

で
、
田
内

で
は
三
月
と
九
月

の
彼
岸

前

に
天
栄
村
上
白
子

の
ワ
カ
ド
ノ

の
所

へ
区
長
と
総
代
と
が
出
向

い
て
ム
ラ
の
運
勢
を
占

っ
て
も
ら

っ
て
い

た
。
「
い
つ
ご

ろ
火
事
や
事
故
が
あ
る
か
ら
気
を

つ
け
る
よ
う

に
」
な
ど
と
指
摘
し

て
く
れ
る
。

ワ
カ
ド
ノ

げ
コ
い

ら
っ
　へ

は
近
年
ま
で
周

辺
に
何
人
か
お
り
、
南
沢

の
ワ
カ
ド
ノ
は
笠
竹
を
使

っ
て
占

っ
て
く
れ
た
。

ワ
カ
ド

ノ
は
口

寄
せ
も
し
て
く

れ
る
。
年
中
行
事

で
は
な

い
が
、

口
寄
せ
と
は
ワ
カ
ド

ノ
を
家
に
招

い
て
年
忌

に
あ
た

っ
た

ホ
ト
ケ
を
お
ろ
し
て
も
ら
う

こ
と
で
、
柳

の
枝
を
使
う
。
こ
の
世

に
思

い
を
残
し
た
死
者

や
苦
し

ん
で
い
る

ホ
ト
ケ
は
暴
れ

る
と

い
う
。
も

っ
ぱ

ら
晩

に
お
こ
な

い
、
親
戚

の
人
も
集
ま

っ
て
ホ
ト

ケ
の
話
を
聞
く
。

大
和
久

で
は
七

天
王
参
り

の

一
週
間
前

に
ワ
カ
サ

マ
の
所

に

い
き
部
落

の

一
年
間

の
占

い
を

し
て
も

ら

【写真7】原宿町内祈念

早朝より集落内の神様を巡る

【写真8】 原宿町内祈念 米 ・赤飯 を供 える
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う
。
寺
掃
除
の
役
員

の
代
表
、
区
長
、
会
計

が
そ
ろ

っ
て
朝
八
時
ご
ろ
に
で
か
け
る
。

ワ
カ
サ

マ
は
何
人
か
お

り
、
大
信
村
の
増
見
部
落
、
鏡
石
に
は
デ

コ
ち

ゃ
ん
と

い
う

ワ
カ
サ

マ
も

い
た
。
か

つ
て
は
米
二
升

で
依
頼
し

た
が
最
近
は
お
金
を

一
万
円
出
し

て
お
願

い
す
る
。

ワ
カ
サ

マ
に
部
落

の
出
来
事

に
つ
い
て
の
占

い
を
し
て
も

ら

い
お
祓

い
を
受

け
る
。

ワ
カ
サ

マ
は
ク

マ
ザ
サ
を
渡
し

て
く
れ
る

の
で
、
帰

っ
て
か
ら
各
家
に
配
り
魔
除
け

に
し

て
も
ら
う
。

数
珠
繰
り

に
ひ
き
続

い
て
お
こ
な
わ
れ

る
行
事
で
あ
る
。
寺
内

で
は
数
珠
繰
り

の
と
き

に
阿

七
天
王
参

り

弥
陀
堂

に
奉
納
さ
れ
た
オ
サ
ゴ
で
区
長
が
赤
飯
を
炊
き

、
そ
れ
を
持

っ
て
集
落

の
役
員
と
と

も

に
天
王
様
、
愛
宕
様

、
三
夜
様
な
ど
主
だ

っ
た
神
様
七
か
所

に
赤
飯
を
供
え

て
参
拝
し

て
く
る
。
こ
れ
を
七

天
王
参
り
と
称
し
て

い
る
。

大
和
久

で
は
二
月
十

一
日
に
ば
あ

さ
ま
た
ち

が
七

天
王
参
り
を
す

る
。
米
を
持

っ
て
七
か
所

回
る
も

の
で
、

七

天
王
は

日
吉
神
社
、
高

田
さ
ん
宅

の
裏

の
神
様
、
集
落

の
端

の
星
さ
ん

の
所
の
神
様
、
薬
師
様
、
五
本
松
水

道
山

の
目

の
神
様
、
踏
瀬

の
店
屋
脇

の
神
様

、
太

田
川

の
七
か
所
で
あ
る
。

稲
荷
様

の
祭
り

で

「
正

一
位
稲
荷
大
明
神
」
と
書

い
た
五
色

の
旗
を
立

て
る
。
ま
た
泉

崎
村

初

午

は
つう
ま

二
月
と
九
月

の
初
午

の
日

の
鳥
峠

に
祀
ら
れ

て
い
る
稲
荷
神
社

は
ト
オ
ゲ
サ

マ
と
も

い
い
、

が
祭
礼

で
あ
る
。
か

つ
て
は
宵

に
い
き
そ

こ
に
お
籠

り
し
た
。
多
く

の
人
が
お
籠
り

し
て
い
る
の
で

一
晩

中
踊

り
を
踊

っ
た
と

い
う
。
今

で
も
矢
吹
町
内
か
ら
ト
オ
ゲ
サ

マ
に
お
参

り
に
出
か
け
る
人
が
多

い
。

三
日
の
節
供

に
は
草
餅
と
白

い
餅
を

つ
き
、
神
棚
と
お
雛
様

に
供
え

る
。
嫁
は

つ
い
た
餅
を

三

月

節

供

実
家

に
持

っ
て
い

っ
た
。

【写真9】大和久七天王参り(提 供 須藤英男)【写真10】五区稲荷初午(提 供 須藤英男)
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第二節 矢吹町の年中行事の事例

火
伏

せ
の
呪

い
を
す
る
。
水
を

初

辰

い
れ
た
手
桶
を
持
ち
、
柄
杓
で

家

の
四
隅

に
水
を
か
け
、
屋
根

に
も
か
け

て
火
が

出
な

い
よ
う
に
し
た

(根
宿
)
。

春
の
彼
岸

に
は
中
日
に
ボ
タ
餅

春

の

彼

岸

(牡
丹
餅

)、
切
り
昆
布
、
サ
ト

イ
モ
を

い
れ
た
煮
し
め
を

つ
く

る
。
ボ
タ
餅
と
切

り
昆
布
を

い
れ
た
煮
し
め
、
果
物
を
持

っ
て
墓
参

り

に
い
き
墓

に
供
え
る
。
ま
た
春

の
彼
岸
も
、

め
墓

に
飾
る
。

花
祭

り
と
大

般
若

の
お
札

に
釈
迦

の
像
を
据
え
、

っ
て
い
る
。

布

し
、

・ノ∵

鱗
・
』
臨

黛

蓼

鯵r嬉
秘

嚇
鮮

秋

の
彼
岸

に
も
造
花

の
彼
岸
花
を
買

い
求

四
月
八
日
の
釈
迦

の
誕
生
日
は
花
祭
り
を
す

る
が
、
本
村

の
澄
江
寺

で

は
近
年

は
四
月
八

日
に
近

い
日
曜
日
に
か
え
た
。

一
尺
ほ
ど

の
径
の
鉢

小
さ
な
柄
杓

で
子
ど
も
た
ち
に
甘
茶
を
か
け
さ
せ
甘
茶
を
ふ
る
ま

だ
い
は
ん
に
ゃ

ま
た
澄
江
寺
で
は
こ
の
日
家
庭

の
安
全
祈
願
の
た
め

に
大
般
若

の
お
札
を
頒

境
内
に
は
ス
テ
ー
ジ
を
設
け

て
カ
ラ
オ
ケ
や
踊
り
な
ど
を
催

し
て
い
る
。

五
月
四
日
は
苗
代

の
種
ま
き
が
終
る
と

、
紙
を
三
角

に
折
り
そ
こ
に
焼

水

口
の
祭
り

き
米
を

い
れ
、

ニ
ワ
ト

コ
の
枝
に
挟

ん
だ
も

の
を
苗
代

の
水

口
に
立

て

た

(
田
内
)
。

(提供 後藤助【写 真11・12】 中畑 澄江 寺 しあわせ

郎)甘 茶 をかける(上)【写真13】 中畑澄江寺大般若のお札
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第六章 一年の生活

旧

暦
五
月
五
日

に
お

こ
な
う
。

カ
シ

ワ
餅
を

つ
く
り
、

五

月

節

供

軒
先

に
シ
ョ
ウ
ブ
と
ヨ
モ
ギ
を
挿
す
。
田
内

で
は
ヨ
モ

ギ
と
シ

ョ
ウ
ブ
を
軒

に
挿
し

て
お
く
と
蛇

が
来
な

い
、

シ
ョ
ウ
ブ
を

頭
に

巻
く
と
脳
病
み
し
な

い
と
も

い
う
。
こ
の
日
は
カ
シ
ワ
の
葉
に
く
る
ん
だ

カ
シ
ワ
餅
や
ア
シ
の
葉

で
包
ん
だ

マ
キ

(綜

)
を

つ
く

っ
て
供
え
る
。

五

月
節
供

に
は

「
ア
ン

コ
舐
め
ね
う
ち
は

(餉
を
舐

め
な

い
う
ち
は
)
草
刈

り
し
た
り
畑

に

い
く
な
」

「
五
月
節
供
は
あ
ぜ
渡
ら

ん
ね

(
田
の
畦
を
渡

き
ん
き

っ
て
は

い
け

な

い
)」

と

い
う
禁
忌
が
あ
り
、

こ
の
日
は

田
に
は

い
っ
て

は

い
け
な

い
と
さ
れ
る
。田

内

で
は
六
月

一
日
は
種
ま
き

の
テ
ヤ

ス
メ

(手

種
ま
き
の
手
休

め

休
め
)

で
、
せ
き
あ
げ

の
日
で
も
あ

っ
た
。

六
月

一
日
か
ら
七
日
ま
で
、

数

珠

繰

り

廻

し
て
念
仏
を
唱
え
る
。

珠
を
廻
し
た
が
、
現
在
は
六
月

一
日
、

四
日
、
七
日

の
三
日
間
に
短
縮
し
た
。

女
性
た
ち

に
よ
る
数
珠
繰
り
を

お
こ
な

い
部
落
安
全
を
祈
る
。

大
き
な
数
珠
を
繰
り

、
念
仏
を
唱
え
る
。
寺
内
、
原
宿

で
は
阿
弥
陀
堂
、

七
月
上
旬
、

大
サ
ナ
ブ
リ

繕譜 凝

大畑数珠繰り

 

こ
の
日
以
降
通
し
苗
代

に
水
を
ひ

い
た
。

中
野
目
に
あ

る
五
か
所

の
辻

で
老
人
会
の
女
性

た
ち

が
数
珠
を

大
畑
で
も

同
様

で
部
落

の
入

口
の
辻
で
六
〇
歳
以

上
の
女
性
が
数

大
和
久
で
も

七
日
間
年
寄
り

の

堤

で
も
集
落

の
年
寄
り

の
女

性
た
ち

が
村
境

で

大
日
堂
内
で
お
こ
な
う
。

田
植
え
が
完
了
す
る
と
赤
飯

や
餅
を

つ
く

っ
て
祝
う
。
三
日
間
休
日
に
な
る
。

明
新

で
は

田
植
え
が
終
る
と
青
年
団
が
区
長

に
カ
ミ
ゴ
ト
を
願

い
出
、
区
長
は
三
日
間

の
カ

ミ
ゴ
ト

の
日
取
り
を
決
め
る
。
初

日
は
大
サ
ナ
ブ
リ
カ
ミ
ゴ
ト
で
終

日
休

み
に
し
、
二
日
目
も
終

日
馬

つ
く

ろ

【写真14】

【写真15】 寺内数珠繰 り【写真16】 原宿数珠繰 り
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第 二節 矢吹町の年中行事の事例

い
カ
ミ
ゴ
ト
、
三
日
目
は
手
休
め
カ

ミ
ゴ
ト
に
す
る
。
手
休
め
カ
ミ
ゴ
ト
は
田
植
え
が
遅
れ
て

い
る
家
を
手
伝
う
日
に
な

っ
て
お
り
、
嫁
は
砂
糖
餅
を

詰

め
た
重
箱
を
持

っ
て
実
家

に
里
帰
り
す
る
日
で
も
あ

っ
た
。

田
内

で
は
サ

ツ
キ

の
手
休

め
に
は
余

っ
た
種
籾
を
干

し
て
煎

っ
た
焼
き
米

や
、
そ
れ
を
製
粉
し
た
香
煎
を

つ
く

っ
た
。
製
粉

は
高
林

に
バ

ン
カ
リ
と

か

ま

す

称
す
る
水
車
を
持

っ
て
い
る
家
が

二
軒
あ

っ
た

の
で

夙

を
背
負

っ
て
頼

み
に
い
く
。

田
内
か
ら
は
大
信
村
下
新
城

の
バ

ン
カ
リ
に
も
製
粉
を

頼
ん
だ

も

の
で
あ

っ
た
。

馬

つ
く

ろ

い

旧
六
月
の
田
植
え
が
す
ん
で
か
ら
、
明
新

の
観
音
様
に
あ

る
枠
場

に
馬
を

つ
な

い
で
馬

の
健
康
診
断
を

し
た
。

六
月
二
十
三
日
は
大
和
久

の
愛
宕
様

の
祭
礼

で
あ
る
。
大
畑

で
は

二
十
三
日
に
若

い
人
た
ち
が
太
鼓
念

仏
を

し
て
、
集
落

の
人
た
ち

愛

宕

様

は
愛
宕
様
を
参
拝
す
る
。
二
十
四
日
は
明
新

の
愛
宕
山
に
あ

る
愛
宕
神
社

の
祭
り
で
、
こ
の
神
は
明
新
の
火
の
神
様

に
な

っ
て
い
る
。

雷

神

様

旧
六
月
六
日
は
明
新

の
大
雷
神
社

で
セ
イ
ネ

ン
た
ち
に
よ
り

お
祭
り
が
あ
る
。

明
新
で
は
旧
六
月
十
三
日
に

テ
ン
ト
ウ
お
題
目
、
供

テ
ン
ト
ウ
念
仏

養
カ
ミ
ゴ
ト
に
な

っ
て
お
り
本
法
寺

で
檀
信
徒
が
集

ま

っ
て
お
題
目
を
あ
げ
る
。
同
じ
く
行
人
坊

で
も
供
養
カ
ミ
ゴ
ト
が
あ

る
。

大
和
久
で
は
旧
六
月
十
五
日
に
日
吉
神
社

で
天
道
念
仏
を

お
こ
な
う
。

キ

ュ
ウ

リ

天

王

天
王

の
祭

日
は
旧
六
月
十
五
口
で
あ
る
が
、
旧
暦

さ
ま

.
天
王
参
り

で
お
こ
な
う
地
区
も
あ
れ
ば
、
新
暦
に
移
行
し
た

り
月
遅
れ
の
七
月
十

四
日
か
十
五
日
に
し
た
り
と
、
地
区
の
事
情

で
さ
ま

ざ
ま
で
あ

る
。
ま
た

テ
ン
ト
ウ
念
仏
も

こ
の
と
き

一
緒
に
お
こ
な
う
例
も

多

い
。
三
城
目

で
は
旧
暦

で
お
こ
な

い
、
天
王
様
に
キ

ュ
ウ
リ
を
供
え
、

相
撲
を
し
た
。
明
新

の
天
王
山
に
あ

る
牛

頭
天
王
神
社
も
旧
暦

六
月
十

五

【写真17】 大畑天王祭(青 年によ る太鼓)

L

【写真18】大畑天王祭(堂 内で数珠繰
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第六章 一年の生活

日
で
、
氏
子
は
前

日
に
掃
除
を
し
て
の
ぼ
り
を
あ
げ
、
そ

の
晩

お
籠
り
を

す
る
。
原
宿

で
も
お

こ
な

っ
て
い
た
が
昭
和

三
十
年

(
一
九
五
五
)
か
ら

断
絶
し
て

い
る
。
太
鼓

に
あ
わ
せ
て
念
仏
を
唱
え

て
い
た
。
大
畑

で
は
十

四
日
は
セ
イ
ネ

ン
に
よ
る
念
仏
と
老
人
た
ち

に
よ
る
数
珠
繰
り
念
仏
を
お

こ
な

い
、
翌
日
の
十
五
日
に
は
集
落

の
人
全
員

で
周
辺

の
神
社
を
参
拝
す

る
天
王
参
り
を
お

こ
な
う
。

中
町
で
は
矢
吹
神
社

の
夏
祭
り
で
、

キ

ュ
ウ
リ
天
王
祭
を

お
こ
な

い
町

内

の
無
病
息
災
を
祈
る
。
中
野
目
の
八
坂
神
社

の
祭
り
は
キ

ュ
ウ
リ
天
王

と

い
い
七
月
十

五
日
が
祭
日
で
あ

る
。
寺
内

で
は
七
月
十
四
日
に
天
王
様

に
集
ま

っ
て
お
神
酒
を
あ
げ
数
珠

繰
り
を
す
る
。
根
宿
の
キ

ュ
ウ
リ
天
王

は
セ
イ
ネ

ン
た
ち
が
天
王
様

で
太
鼓
を
打
ち
な
が
ら
念
仏
を
あ
げ
、

祭
を

お
こ
な
う
。

稲
虫
送
り
は
、

稲

虫

送

り

柿
之
内

の
五
龍
神
社

で
も
キ

ュ
ウ
リ
天
王

出
穂
前

の
虫

の
つ
い
た
稲
を
抜
き
と
り
そ
れ
を
束
ね

て
、
セ
イ
ネ

ン
た
ち
が

太
鼓
を
た
た
き

な
が
ら
部
落

の
外
れ
ま

で
送
る
と

い
う
も

の
で
、
町
内
各
地

で
お

こ
な
わ
れ

た
。
明
新

で
は
旧
⊥
ハ
月

二
十
四
日
に
青
年

団
が
稲
虫
を
送

る
行
事
を
し
て

い
た
。

三
城
目

の
場
合
七
月
二
十
日

が
稲
虫

送
り

で
、
御
霊
神
社

で
稲
虫
を
村
境

に
送

る
祭
り
を
す
る
が
、
こ
れ
は
虫

に
食
わ
れ
た
稲
を
三

つ
繕
り

に
し
て
、
そ

の
稲
束
を
村
境
ま

で
送
る
も

の
で
あ

っ
た
。

三

盆
の
準
備
と
盆
行
事

【写真19】 根宿天王祭

【写真20】 矢吹神社キュ ウリ天王【写真21】 須乗の 稲虫送 り(昭 和57年)
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盆
は
七
月
の
行
事

で
あ
る
が
、
昭
和

四
十
年
代
以
降
急
速

に
月
遅
れ

の
八
月
に
移
行

し
て
お
り
、
今
日
で
は
七
月
七
日

の
七
夕

が
、
盆
行
事

の

一
環

で
あ

っ
た
と
は
到
底
思
え
な

い
ほ
ど
ず

れ
が
生
じ

て
い
る
。
こ
の
項

で
は
盆
を
七
月
の
行
事
と
し

て
扱
う

。
盆
行
事
は
正
月
と
並
び
年
中
行
事
を

二
分

す

る
大
き
な
祭
り
で
あ

る
。

第二節 矢吹町の年中行事の事例

た
な
ば
た

田
内

で
は
七
月
七
日

の
七
夕
に
は
麦
藁

で
馬
を
二
頭

つ
く
り
、
屋
根

の
上
に
あ
げ
た
も

の
で
あ

っ
た
。
竹
飾
り
は

つ
く

っ
た
覚
え
は

た

な

ば

た

な

い
と

い
う
。
七
日
に
は
墓
掃

除
を
す
る
も

の
と
さ
れ
て
お
り
、
か

つ
て
は
家

々
か
ら
年
寄
り
が

一
人
ず

つ
出

て
墓
掃
除
を
し
て

い

た
。
現
在

で
も
田
内

の
老
人
ク
ラ
ブ

の
メ
ン
バ
ー
は
二
か
所

の
共
同
墓
地
の
草
む
し
り
を
し
た
り
、
枯
れ
た
花
を
片
づ
け
た
り
し

て
い
る
。
根
宿
で
は

七
夕
に
は
竹
飾
り
を

つ
く

っ
て
庭
先

に
立

て
る
。
七
夕

が
終

る
と
竹
飾
り
を

ダ
イ

コ
ン
畑

に
さ
し
た
。

矢
吹

の
鈴
木
栄
氏

の

「
年
中
行
事
」
稿

に
は

「
家

々
に
短

冊

(五
色
紙
)
に
歌

、
天

の
川
、
銀
河
な
ど
と
称
し
飾

っ
た
竹
を
立

て
る
。
ま
た
、
こ

の

さ
ら

ね

む

の
き

日
、
墓
掃
除
、
井
戸
凌

い
、
合
歓
木

の
葉
と
豆

の
葉
を
早
朝
子
ど
も

に
流
さ
せ
る
」
と
あ

る
。

ア
ラ
ボ

ン

(新

盆
)

の
家

で
は
七
夕
の
日
に
、
庭
先

に
高
灯
籠

と
称
す

る
ス
ギ

の
柱
を
立

て
る
。

ス
ギ

の
柱

の
て

っ
ぺ
ん
に
縄
を
は

高

灯

籠

分皿分皿

草花

理
由

で
庭

に
植
え
る
こ
と
を
嫌
う
人
も
多
か

っ
た
。

な
ど
で
、
あ
ら
か
じ
め
山
か
ら
と

っ
て
く
る
も
の
で
あ

っ
た
。

っ
て
ス
ギ

の
葉
な
ど
を
挿

し
て
飾
り
、
綱
で
灯
籠
を
吊
る
し
て
お
き
晩

に
な

る
と
明
か
り
を
と
も
す
。

盆

の
期
間
は
牛
馬
に
与
え

る
草
刈
り
を
し
な

い
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
盆
前

に

一
日
か
二
日
ほ
ど
か
け

て
草
刈
り
を
し
、
そ
れ
を
軒
先

に
干

し
て
お
く
。
こ
の
と
き

に
刈
る
草
を

「盆
く

さ
」
と
よ
び
、
も

っ
ぱ

ら
嫁
が
刈
る
も

の
で
あ

っ
た
。

盆
花

は
か

つ
て
は
茅
山
か
ら
と

っ
て
き
た
も

の
で
あ

る
が
、
最
近
は
畑
に
栽
培
し
た
花
を
盆
花
と
し
て
使

っ
て
い
る
。
山
か
ら
と

っ

て
く

る
の
は
キ
キ

ョ
ウ
、
オ
ミ
ナ

エ
シ
、
白

い
ヤ

マ
ユ
リ
な
ど

で
あ

っ
た
が
、
根
宿

で
は
こ
れ
ら
の
花

は
お
盆

の
花
だ
か
ら
と

い
う

田
内

で
は
盆
棚
に
供
え

る
花
は
、

ア
ワ
バ
ナ
、

キ
キ

ョ
ウ
バ
ナ
、
オ
セ
ン
バ
ナ
、

テ
ン
ツ
キ
バ
ナ

ア
ワ
バ
ナ
は
茎
を
切

っ
て
ボ

ン
ド
ン
サ

マ
の
箸
に
使
う
。
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盆
棚

・
ボ

ン

盆
に
は
盆
棚
を

つ
く

る
が
、
ア
ラ
ボ

ン
の
家
で
は
必
ず
設
け
る
。

ド

ン

サ

マ

棚
を

つ
く
り
四
隅
に
竹
を
立

て
、
竹

の
柱

の
問

に
は
縄
を
は

っ

ご

レコ　

て

、

そ

こ

に

ヒ

バ

の
葉

、

ソ
ウ

メ

ン
、

ワ
カ

メ
を

さ

げ

る

。
台

に
は

新

し

い
莫

座

ま

ヒ
　
も

い

は

ロ

の
上

に
真
菰

の
莫
産
を
し
き
位
牌
を
飾
る
。
供
え
物
は
サ
ト
イ
モ
の
葉

に
あ
げ
る
。

ま
た

ナ
ス
と
キ

ュ
ウ
リ
で
馬
を

つ
く

っ
て
添
え

る
。

田
内

の
K
家
で
は
十
三
日
に
ボ

ン
ド

ン
サ

マ
と
よ
ぶ
六
尺

四
方
く
ら

い
の
盆
棚

を

つ
く
る
。
新
し

い
ホ
ト
ケ
さ
ま

の
い
る
ア
ラ
ボ
ン
の
家

で
は
床

の
間

の
あ

る
ザ

ま

こ
も

ご

さ

シ
キ

(座
敷
)
に

つ
く

る
。
棚

の
上
に
は
真
菰

で
編

ん
だ
莫
産
を
し

い
て
位
牌
を

飾
り
、
十
三
仏
や
高

野
山
か
ら
請
け
て
き

た
掛
け
軸
を
さ
げ
る
。
ま
た
四
方

に
は

縄
を
は
り
渡
し
て
、

ワ
カ

メ
、
ウ
ド

ン
、
蕎
麦
、

ソ
ウ
メ
ン
な
ど
を

さ
げ
た
も

の

【写真22】 盆 棚(提 供 小 林暢夫)

 

で
こ
れ
を

ホ
ト

ケ
サ

マ
の
ひ
も

と

い
う
。
棚
に
し
く
真
菰

は
現
在
は
店

で
売

っ
て

い
る
も

の
を
買
う
が
、
か

つ
て
は
生
え
て

い
る
真
菰
を
刈

っ
て
つ
く

っ
て

い
た
。

こ
の
上
に
供
え
物
を
あ
げ
盆
花
を
飾
る
。
ボ

ン
ド

ン
サ

マ
は
十
六
日
に
外
す
家
も
あ
る
し
、

二
十
日
盆
ま
で
お
く
家
も
あ

る
。

迎
え
火

は
十
三
日

に
門
口
で
小
麦
藁
を
燃
す
。
送
り
火

は
ト
六
日

の
夕
方
に
麦
藁
を
燃

や
す
も

の
で
あ

っ
た
が
、
近
年
樽
粥

に

迎

え
火
と
送

り
火

か
え
た
。

田
内

で
も
十
三
日
の
夕
方
に
門
口
で
迎
え
火
を
焚
き
、
卜
⊥ハ
日
に
は
送
り
火
を
焚
く
。
田
内

で
も
か

つ
て
は
麦
藁
を

焚

い
た
が
、
小
麦
を

つ
く

ら
な
く
な

っ
て
麦
藁

が
手

に
は

い
ら
な
く
な

っ
た
た
め

に
稲
藁
を
燃
す
よ
う

に
な
り
、
今

日
で
も
稲
藁
を
使

っ
て

い
る
。

待

っ
て
る
盆

「盆

々
と
、
ま

っ
て
る

(待

っ
て
い
る
)
盆
は
た
だ

三
日
、
く
さ
れ
彼
岸
は
七

日
あ
る
」
と

い
う

た
と
え
が

田
内
に
あ
る
。
盆

の
期

は
た
だ

三
日

問
は
大
手
を
振

っ
て
実
家

に
帰
る

こ
と
が
で
き

る
が
盆

の
休
み
は
三
日
間
し
か
な

い
。
そ
れ
に
対
し
、
チ

ュ
ウ

ニ
チ

(彼
岸

の
中

日
)

し
か
実
家
に
帰
る
こ
と
が

で
き
な

い
彼
岸
は
七

日
間
も
続
く
と

い
う
意
味

で
、
家
族
で
最
も
忙
し

い
嫁
の
気
持
を

い
い
表
す
も

の
で
あ

っ
た
。
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嫁
や
婿
は
盆
に
実
家

に
里
帰
り
す
る
が
、
実
家

の
親

が
亡
く

な

っ
た
人
は
十
四
日
、

嫁

(婿
)

の
里
帰
り

親
が
健
在

の
場
合
は
十
五
日
に
帰

る
こ
と

に
な

っ
て
い
る
。
親
を
亡
く
し
た
人
は
墓

参
に
問
に
あ
う
よ
う

に
十
四
日
に
帰

る
の
だ
と

い
う

(根
宿
)
。

盆

の
十

六
日
に
は
井

戸
払

い

(凌

い
)
を
す

る
、
井

戸
払

い
と
は
井
戸

の
掃
除

の
こ
と
で
、

井

戸

払

い

井
戸

の
中
に
は

い
り
水
を
汲
み
出
し

て
井
戸
の
底
を
凌
う
。
盆
十
六
日

の
井

戸
払

い
は
暦
を

み

て
口
に
ち
を
判
断
し
な
く

て
も
か
ま
わ
な
か

っ
た
。

櫓
を
組
む

の
で
盆
櫓
な
ど
と
も
称
す
る
。
田
内
で
は
盆

の
十

五
口
か
ら
消
防
が
主
催

し
て
盆

盆

踊

り

踊
り
を
お

こ
な

っ
て

い
る
が
、
も
と
は
十

一
、
十
二
日
が
田
内

の
盆
踊
り
で
あ

っ
た
。
か

つ

て
は
主
催
が

セ
イ
ネ

ン
で
、

こ
の
と
き
は

ハ
ナ

(祝
儀

)
を
も
ら
う

の
で
お
お

い
に
稼
ぐ

こ
と
が

で
き
た
が
、

セ
イ
ネ

ン
が
少
な
く

な

っ
た
た
め

に
消
防
に
か
わ

っ
た
。
盆
踊
り
は
集
落
ご
と

に
口
に
ち
が
違
う

の
で
、
他
村

か

ら
人
が
集
ま
り
、
ま

た
他
部
落

に
踊
り
に

い
く
も

の
で
あ

っ
た
。
露

っ
ぽ

い
道
を

ア
シ
ダ
カ
を
は

い
て
他
村

に
踊
り

に
い
く

の
は
こ
の
時
期

の
な

に
よ
り

の
楽

し
み
で
あ

っ
た
が
、
盆
踊
り
は
必
ず
し
も
盆

に
限

っ
た
も

の

で
は
な
く
、
初
夏
か
ら
秋
に
か
け

て
の
主
要
な
祭

り
に
は
セ
イ
ネ

ン
た
ち
が
さ
か
ん
に
主
催
す
る
も

の
で
あ

っ

た
。

盆
の
f
六
日
は
供
え
物
を
川
に
流
し
て
送

る
。
し

い
た
真
菰
に
供
え
物
を
包

み
、
カ
ラ
ム
シ

川

に

流

す

の
葉
に
五
穀
を
包

ん
で
添
え
、
キ

ュ
ウ
リ
や
ナ
ス
に
ア
ワ
バ
ナ
の
茎

の
足
を
挿
し

て
馬
を

つ

く

っ
た
も

の
も

一
緒
に
流
す

(
田
内
)
。

【写 真23】 田内盆踊 り(昭 和57年)【写 真24】 五区盆踊 り
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四

盆
過
ぎ
か
ら
秋
、
冬
に
か
け
て
の
行
事

盆
が
終

る
と
収
穫

の
時
期
に
向
け

て
忙
し
く
な
り
、
秋
に
は
農
耕
儀
礼

の
収
穫
に
か
か
わ

る
行
事
が
多

く
な

る
。

こ
こ
で
は
新
暦
七
月

下
旬

の
行
事

か
ら
十
二
月

に
か
け

て
の
行
事
を
と
り
あ
げ
る
。
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原
宿
で
は
七
月

二
十
三
日
に
正
福
寺

で
お
こ
な

い
、

一
戸
か
ら

一
人
出

て
太
鼓
に
あ
わ

せ
念
仏
を
あ
げ
る
。
町
内

に
は

二
十
三
夜
様

一
一十

三
夜
様

が
各

地
区
に
あ
り
、
年

に
数
回
講

が
も
た
れ
る

の
が
普
通
で
あ

る
。

寺
内

の
愛
宕
様
は
七
月
二
十
四
日
が
お
祭
り

で
、
老
人
ク
ラ
ブ
の
メ
ン
バ
ー
が
お
神
酒
を
あ
げ

て
数
珠
繰
り
を
す

る
。
田
内
で
は
長

愛

宕

様

男
だ

け
で
は
な
く
、
二
、
三
男
も

セ
イ
ネ

ン
に
加
入
し
た
の
で
多

い
こ
ろ
は
二
十
五
、
六
人

に
も
な

っ
た
。
愛
宕
様

の
祭
り
は
セ
イ

ネ

ン
が
家

々
か
ら
米
を

五
合
集
め

て
回
り
七
品
く

ら
い
の
ご
馳
走
を

つ
く

っ
た
。
明
新
や
大
畑

で
は
旧
暦

の
六
月

に
愛
宕
様

の
祭
り
を
し

て
い
る
。
明

新

の
愛
宕
山
に
祀
ら
れ
て
い
る
愛
宕
神
社
も

火
の
神
様

で
旧
六
月
二
十
四
日
が
祭
り

で
あ
る
。
大
畑

の
愛
宕
神
社
は
二
十

三
日
に
若

い
人
た
ち
が
太
鼓

念
仏
を
踊
り
、
集
落

の
人
が
愛
宕
様
に
お
参
り

に
い
く
。

八

朔

祭

り

豊
年

踊

り

月

見

さ

ま

八
朔
と
は
八
月

つ
い
た
ち

の
意
味

で
あ
る
が
、
八
朔

つ
い
た
ち
な
ど
と
も

い
う
。

八
月

一
日
に
三
城
目
の
御
霊
神
社

の
境
内

で
花
相

撲
を
奉
納
す
る
。
旧
八
月

一
日
は
五
区

の
竹
駒
稲
荷
神
社

で
八
朔
大
祭
を
お

こ
な

っ
て
い
る
。

旧

八
月
十

四
、
十

五
日
五
区

で
は
自
治
会
と
青
年
団
が
共
催
で
、
旧
公
民
館

前
に
櫓
を
組

ん
で
曲
豆
年
踊
り
を
お

こ
な

っ
て
い
た
が
、

現
在
は
盆
踊
り
保
存
会
と
消
防
団
が
中
心
と
な

っ
て
、
集
会
所
前

で
お
こ
な
う
。

田
内

で
は
月
見
さ
ま

は
三
度
あ
り
、
八
月
十

五
日
と
九
月
十
三
日
、
十
月
十

五
日

で
あ
る
。
八
月
十
五
日
は

マ
メ
月
見
、
九
月
十
三

日
は
イ

モ
月
見

、
十
月
十

五
日
は
デ
ー

コ
ン

(ダ
イ

コ
ン
)
月
見
と
よ
ん
で
お
り
、
イ
モ
月
見

の
イ

モ
は

ハ
タ
ケ
イ

モ

(サ
ト
イ

モ
)
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の
こ
と
を
指
す
。

マ
メ
月
見
に
は
畑
か
ら

マ
メ
を
ひ
き
抜

い
て
根
を
洗

い
、
月
が
出
て
か
ら
供
え
物
を
大
神
宮

様

(神
棚

)
の
前

に
供
え
る
。
イ
モ
も
ダ
イ

コ
ン
も
同
様
に
月
の
出
を
待

っ
て
供
え
た
。
こ
の
と
き
雨
戸
は
開

け

て
お
く
も

の
と
さ
れ
、

ム
ラ
の
セ
イ
ネ

ン
た
ち
は
竿
を
使

っ
て
、
そ
の
家

の
供
え
物
を
無

断
で
と

っ
て
も
よ

か

っ
た
と

い
う
。

か

つ
て
は
旧
暦
九
月
九

口
や
九

月
十
九

日
を

秋
祭
り
に
す
る
鎮
守
様
が
多
か

っ
た
が
、

鎮
守
様

の
秋
祭
り

昭
和
三
十
年

(
一
九

五
五
)

に

一
町
二
村
が
合
併

し
て
か
ら
矢
吹
町
内

の
鎮
守

の
秋
祭

り
は
十
月
二
、
三
日
に
統

一
さ
れ
、
平
成
十
三
年

(二
〇
〇

一
)
に
十
月
第

一
週
の
土

・
日
曜
日
に
か
わ

っ
た
。

み

ア

し

前

日
は
旗
立
場
に
の
ぼ
り
を
立

て
お
籠
り
し
、
祭
り
当

日
に
は
神
事
や
神
輿
の
渡
御
、
芸
能

の
奉
納
な
ど

が
あ

り
、

の
ぼ
り
を
納
め

て
祭
り
が
終
る
。

新

し
い
藁
が

で
き
る
と
、
ス
を

こ
し
え
る

(
つ
く
る
)
と

い
っ
て
シ
ビ
布
団
を

つ
く

っ
た

ス
を

こ
し
え
る

(
田
内
)
。
シ
ビ
と
は
稲
藁

の
葉

の
柔
ら
か

い
部
分
を
指
し
、

ま
ん
ね
ん
と
こ

お

い
た
。
シ
ビ
布
団
は
た
た
む

こ
と
が
で
き

ず
万
年
床

に
な
る

の
で
、
こ
の
様
子
を

ス

(巣
)

【写真25】矢吹神社の神輿(提 供 佐藤隆)

な
ん

ヒ

 布
団

の
か
わ
に
シ
ビ
を
詰
め
た
布
団
で
納
戸

に
し

い
た
ま
ま
に
し
て

と

よ
ん
だ
。
暖
か

い
布

団
で
は
あ

る
が
、
し
ば
ら
く
す

る
と
重
さ

で
シ
ビ
が
沈

ん
で
し
ま
う
。
今
で
こ
そ
想
像

で
き
な

い
が
、
寒

い
時
期

に
向
け
布
団
を
新

し
く

つ
く
り
か
え

る
こ
と
も
季
節

の
移
ろ

い
を
実

感
す

る
行
事

の

一
つ
と

い
え

よ
う
。

ゴ

キ

ド

餅

御
祈
祷
餅

の
こ
と
か
。
田
内
で
は
十
月

に
セ
イ
ネ

ン
が
ヤ
ド
に
集
ま

っ
て
つ
い
た
。

山
の
神

の
日

旧
十
月
十

七
日
は
山

の
神

の
日
で
こ
の
日
は
山
に
は

い
る
こ
と
が
禁
忌
と
さ
れ
て
お
り
、
山
仕
事
を
休
む
。

山
の
神
講

・

堤
で
は
十

↓
月
十
七

日
に
セ
イ
ネ

ン
が
ヤ
ド
を
借
り
て
山
の
神
を
拝

み
慰
労
会
を
し
て

い
る
が
、
旧
十
月
十
七

日
に
近

い
時
期
に
は

鍬
柄
会
な
ど

山

の
神
講
を
す

る
集
落
が
多
か

っ
た
。
原
宿

で
は
十

一
月
十
七

日
に
秋

の
鍬
柄
会
を
開
催

し
、
公
民
館
を
会
場
に
各
戸
か
ら

一
人
出

席
し
て

「部
落

の
規
約
」
を
決
め
る
。
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エ
ビ

ス
コ
と
は
恵
比
須
講

の
こ
と

で
十
月
二
f
日
に
お
こ
な
う
。
田
内
で
は
床

の
間

に
恵
比
須
様

の
掛
け
軸
を
か
け
供
え
物
を
す

エ
ビ

ス
コ
さ
ま

る
。

こ
の
日
は
白
ま
ま

(白

い
飯
)
を
炊
き
オ

ヒ
ラ
に
は
長
イ

モ
、
ゴ
ボ
ウ
、

ニ
ン
ジ
ン
の
煮

し
め
、
カ
ブ
を
供
え

る
。

「ト

ロ

つ

　
ロ

ロ
、

フ
キ

、

カ

ブ
食

わ

ね

と

(食

わ

な

い
と

)

蛆

に
な

る

」

と
も

い
う

。

ま

た

、

枡

に
貯

金

通
帳

を

い
れ

た

も

の

を
供

え

、

茶

碗

に
水

を

い
れ

て
と

っ

て
き

た

生

き

フ
ナ

(鮒

)

を

い
れ

た
も

の
も

同

時

に
供

え

る
。

フ

ナ
は

井

戸

や
川

に

放
す

も

の

で
あ

っ
た

。

、

十

一
月
卜
日
は
刈
あ
げ
餅

で
あ
る
。
稲
刈
り
仕
舞

い
で
餅
を

つ
き
、
籾

の
上
に
は
膳
に
あ
げ
た
大
き
な
白

い
餅
を
供
え

る
。
ま
た
丸

刈

あ

げ

餅

め
た
餅
を
七
個
、
縄

で
十
文
字

に
し
ば
り
、
馬

に
の

っ
て
そ

の
餅
を
親
戚
中

に
配

っ
て
歩

い
た
。

十

一
月
十
五
日
を
油
し
め
と

い
い
、
こ
の
日
ま

で
菜
種
や
ジ

ュ
ウ
ネ

ン
の
油
を
絞

っ
た
。
餅
を

つ
い
て
新
し

い
油
を
使

っ
て
ケ

ン
チ

油

し

め

ン
汁
を

つ
く
る
。
嫁
は
餅
を
持

っ
て
実
家

に
い
き
泊
ま

っ
て
き

た
。
大
畑

で
は
収
穫
祝

い
の
意
味
が
あ

っ
た
。

子

安

講

大
畑
で
は
嫁
様
た
ち

の
子
安
講
が
十

一
月
に
あ
る
。

稲
を
扱
き
あ
げ
た
と
き
、

つ
ま
り
脱
穀

の
完
了
は
稲
作

の
作
業

の

一
段
落

で
あ
る
。

こ
の
日
は
必
ず
ボ
タ
餅
を

つ
く
り
、
脱
穀

扱

き
あ
げ
ボ
タ
餅

し
た
籾

や
穀
入
れ

に
ボ
タ
餅
を
供
え

て
祝
う
も

の
で
あ

っ
た
。

十
二
月

↓
日
を
デ
カ
リ

つ
い
た
ち

、
デ
ガ

ワ
リ

つ
い
た
ち
な
ど
と
称
し
、
田
内
で
は
餅
を

つ
き
、
嫁
は

つ
い
た
餅
を
持

っ
て
実

デ

カ
リ
つ
い
た
ち

家

に
泊
ま
り

に
い
く
も
の
と

さ
れ
た
。

ほ

う

こ

う

に

ん

ラ

こ

ギ

こ
の
日
は
、
も
と
も

と
奉
公
人

の
交
代
日

(出
替
り

日
)

で
あ

っ
た
。
昔
は
、
女
児
が

一
〇
歳
く

ら
い
に
な
る
と
子
守

り
奉
公

に
出
さ
れ
た
。
わ
ず

か
な
給
金
と
、
し
き
せ

(衣
類
)

で
年
季
奉

公
に
出

さ
れ

る
こ
と
は
珍
ら
し

い
こ
と

で
な
か

っ
た
。
手
拭

で
髪
を
結
ん
で
子
ど
も
を
背
負

っ
て
、
家
事

を
手
伝

い
授
乳

の
時
は
母
親

の
と
こ
ろ
に

い
き

、
子
ど
も

の
こ
と
は

一
切

み
る
の
が
役
目
で
あ

っ
た
。

男

の
場
合
は
、
労
働
力
と
し

て
他
家
に
雇
わ
れ
た
り
、
仕
事
見
習
と
し
て
働
く

の
が
普
通
で
あ

っ
た
。
こ
れ
ら

の
人
た
ち
を
奉
公
人
と

い
っ
た
。

年
季
を
終

っ
た
人
た
ち
は
主
家
を
去
り
、
年
季

の
終

ら
な

い
人
も
実
家

に
帰
れ
る

日
で
あ

っ
た
。
ま
た
別
な
人
が
雇
わ
れ
て
来

る
日
で
も
あ

っ
た
。

こ
れ
が
新
し

い
年
を
迎
え

る

一
か
月
前

の
デ
カ
リ
つ
い
た
ち
で
あ

っ
た
。
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修

正

会

十

二
月

八
日
は
新
町
に
あ

る
幸
福
寺

で
は
修
正
会
を

お
こ
な
う
。

冬

至

十

二
月
二
十

二
日
は
冬

至
で
、

こ
の
日
は
か
な
ら
ず

カ
ボ
チ

ャ
を
煮
て
食

べ
る
。

第
三
節

矢
吹
町
の
年
中
行
事
記
録

こ

の
節
に
は

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

の
成
果
と

一
本
木

の
鈴
木
栄
氏
が
記
録
し
た

「
年
中
行
事
」
稿
、

ア

ン
ケ
ー
ト
調
査

の
過
程
で
松
倉

の
藤

田
忠

一
氏
に
提
出
し
て

い
た
だ

い
た

「
松
倉

地
区
の
年
中
行

事
」
を
資
料
と
し

て
掲
載
す
る
。

『
矢
吹

町
史
』

の
民
俗
編
を
編
さ
ん
す

る
過
程

で
、
多
く

の
調
査
協
力
員

行
事

の
ア
ン
ケ

ー
ト

の
方

々
に
ご
協
力
を

い
た
だ

い
た
が
、
「
部
落
行
事
」

の
ア
ン
ケ
ー
ト
も

こ
こ
で
は
提
出
さ
れ
た

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を

月
日
順

に
並

べ
て
、
町
内

で
共

【写真26】幸福寺修正会護摩祈祷(提 供 岡田一男)

 

そ

の

一
つ
で
あ

っ
た
。

通

に
認
識
さ
れ
て
い
る
年
中
行
事

に
は
ど

の
よ
う
な
も

の
が
あ
る
か
を

み
て
み
る
。
な
お
二
節
と
重
複
し
て

い
る
箇
所
も
あ
り
、
現
行

の
行
事

の
ほ
か

に
廃
止
し
た
も

の
、
記
憶
違

い
と
推
察

さ
れ
る
も

の
も
混
じ

っ
て

い
る
可
能
性
が
あ
る
。

番
号
は
資
料
末
尾

の
番
号
と

一
致
す
る
。
①
加
藤
正
直

(陣
ヶ
岡
)
、
②
淺
川
能
貞

(三
城
目
)
、
③
関
根
昭
三

(三
城
目
)
、

協
力
者
の
み
な
さ
ま

④
太
田
昌
弘

(三
城
目
V、
⑤
吉
田

一
郎

(堤
)
、
⑥
大
木
倉
吉

(中
野
目
)
、
⑦
藤
井

一
郎

(明
新
)
、
⑧
関
根
と
み
子

(原

宿

)
、
⑨
高
久
満
定

(原
宿
)
、
⑩

鈴
木
早

二

(寺
内
)
、
⑪
後
藤
助

一
郎

(根
宿

)
、
⑫

蛭
田
秀

子

(大
畑
)
、
⑬

佐
藤

一
郎

(弥
栄
)
、
⑭
富
永
幸
勝

(長
峰
)
、
⑮
菊
田
善

四
郎

(大
久
保
)
、
⑯
大

野
弘
美

(小
松
)
、
⑰

星
信
之
助

・
久
保
田
満

(大
和
久
)
、
⑱
岡
田

一
男

(
八
幡
町
)
・
三
村
元

一

(新
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町
)
、
⑲
横
山
健
樹

(柿
之
内
)
、
⑳
仲
西
精

一

(
中
町
)
敬
称
は
略
。

一兀
日原

宿

の
新
年
会

年
賀
を
か
ね

て
、
集
落
全

戸
か
ら

一
人
ず

つ
出
て
公
民
館

で
懇
親
会
を
す

る
⑨
。
大
畑

で
も
元
日
に
集
落
全
員
が
公
民
館

で
挨

拶
し
あ
う
⑫
。

元
日
一参
り

大
和
久
で
は
大
晦

日
か
ら
元
日
に
か
け
鎮
守

の
日
吉
神
社
に
お
参
り

に
い
く
⑰
。
堤
で
は
住
吉
神
社

で
元
旦
祭
が
あ

る
の
で
各
家
か
ら
神
社

に
お

参
り
に

い
き
玉
串
を
あ
げ
る
⑤

。
新

町
の
八
幡
神
社

で
も

氏
子
総
代
が
参
拝
者
に
お
神

酒
を

ふ
る
ま
う
。
ま
た
幸
福
寺

で
は
不
動
様
と
大

日
様

に

無
病
息
災
を
祈
念
し

て
護
摩
法

要
を

お
こ
な
う
⑱
。
柿
之
内

の
五
龍
神
社
で
は
柿
之
内

の
厄
年

の
人
た
ち
の
厄
払

い
を
す
る
⑲

。

一
月安

産
祈
願

根
宿
と
本
村
で

一
月
と
十

一
月

に
お
こ
な
う
嫁
さ
ま
た
ち

の
会
で
安
産
地
蔵

に
子
宝
を
願

い
安
産
を
祈
願
す
る
⑪

。

一
月

二
日

中
野
目
八
坂
神
社

で
区
長
、
社
寺
総
代
ら
が
お
祓

い
を
受
け

る
⑥
。

一
月
四
日

新

町
幸
福
寺
総
会

こ

の
日
は
幸
福
寺

の
檀
家
総
会
を
お

こ
な

い
、
事
業

、
決
算

の
報
告
を
す
る
⑱

。
神
職
、
僧
侶

の
年
始
で
、
大
和
久

で
は
区

長
や
氏
子
総
代
、
寺
世
話

人
が
矢
吹
神
社
や
大
福
寺

に
年
賀

に
い
く
⑰

。

一
月
十

一
日

田
う
な

い
で
、
各

家
を
回
り

田
う
な

い
の
歌
を
奉
納
す
る
①
。

一
月
十

四
日

団
子
さ
し

で
ミ
ズ

キ
や
ヤ

マ
グ

ワ
の
枝
に
切
り
餅
を
挿
す
①

⑤
。
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一
月
十

四
日

し

め

寺
内

で
は
ト
ヤ
ボ
を
立
て
て
注
連
飾
り
な
ど
を
燃
や
す
⑩
。
弥
栄

で
は
ト
ウ
ヤ
ン
ボ
と

い
い
、
旧

一
月
十

四
日
に
お
こ
な

っ
て

い
た
。
子
ど
も
会

が
中
心

に
な

っ
て
お
こ
な
う
行
事

で
、
小
中
学
生
が
長

い
竹

や
ス
ギ

の
木

で
塔

の
よ
う

に
つ
く
り
、
集

め
た
正
月
飾
り
を
中
に
納

め
て
火
を

つ
け

て
燃

や
し
、
正
月
を
送
る
⑬
。

一
月
十

四
日
と
十
九
日

大
和
久

で
は
十
九
夜
講
で
、
三
〇
歳
ま

で
の
若

い
嫁
様
た
ち
が
高
齢
者
若
者

セ
ン
タ
ー
に
集
ま
り
、
部
落

の
安
全
祈
願
と
安
産
を
祈

る
⑰
。

一
月
十

五
日

水

か
け
祝

い
で
、
上
町
下
町
に
わ
か
れ
、
花
婿
に
水
を
か
け

る
①
。
水
祝

い
と
も

い
い
、
十
四
日
が
婿
年
始

で
、
十
五
日
が
水
浴
び
②
。
花
婿
水

浴
び
と
も

い
う
③
。
水
祝

い
と
も
称
す

る
。
花
婿
の
親
戚

の
若
者
を

「手
伝

い
」
と
よ

ぶ
④
。

一
月
十

六
日

松
を

送
る
①
。
十
三
仏
と

い
い
、
根
宿

で
は

一
月
十
六
日
、

三
月

二
十
日
、
四
月
八
日
、
八
月
十
六
日
、
九
月

二
十
二
日

の
年
に
五
回
、
七
十
五

歳
以

上
の
女
性
が
集
ま

っ
て
数
珠
繰
り
を
し

て
極
楽
往
生
を
願
う
。

一
六
、
七
名

に
な

る
⑪
。

一
月

一
一十

日

根
宿

で
は
三
峰
様

で
盗
難
除
け
、
災
難
除
け

に
三
峰
様

の
祠

に
お
神
酒
を
あ
げ
て
参
拝
す
る
。
こ
れ
は
四
月
十

日
に
も
お
こ
な
う
⑪
。

旧

}
月
六
日

初
め
て
山

に
は

い
り
、
木
の
切
り
初

め
を
す
る
①

。

旧

一
月
七
日

かた

こ

の
日
か
ら
二
月
十
日
ま
で
明
新

の
明
圓
寺

(観
音
堂
)
で
は
セ
イ
ネ

ン
た
ち
が
お
札
を
売
る
⑦
。
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旧

一
月

二
十
七
日
も
し
く
は
十

八
日

原
宿

の
大

日
様

の
数
珠
繰
り

で
、
老
人
ク
ラ
ブ
の
女
性
た
ち
が
数
珠
を
廻
す
⑧

⑨
。

二
月堤

区

で
は
区
長
が
部
落
全
体

に
つ
い
て
占

っ
て
も
ら
う
村
祈
念
⑤

。
寺
内

で
は

二
月

二
十
四
日
に
町
内
祈
念

で
阿
弥
陀
堂

に
集
ま
り
数
珠
繰
り
を

ニ
も

し
、
続
け

て
七
天
王
参
り
を
お

こ
な
う
⑩

。
大
畑

で
も
神
社
に
お
籠

り
を

し
て
老
人
た
ち
が
数
珠
を
繰
る
⑫
。
根
宿
で
は
白
河

の
占

い
師

の
も

と

に
い

っ
て
部
落

の
運
勢
を
占

っ
て
も
ら

い
、
数
珠
繰
り
を
す
る
⑪

。

一
一月原

宿

で
は
集
落
の
人
た
ち
が
全
員
で
、
防
虫

の
た
め

に
泉
川

の
土
手

の
草
を
焼
く
、
土
手

焼
き
を
す

る
⑨
。
大
和
久

で
は
二
月
中

に
七
天
王
参
り

を
し

て
安
全
祈
願
を
す

る
⑰
。

一
一月
十

五
日

新
町
幸
福
寺
で
は
浬
繋
法
要
を
お
こ
な
う
⑱
。

二
月

一
一十

一
日

新
町
幸
福
寺

で
は
二
月

二
十

一
日
に
春
彼
岸
法
要
、
九
月
二
十

一
日
に
は
秋

の
彼
岸
法
要
会
を
お

こ
な
う
⑱

。

一
一月
末
か
ら
三
月
初

め

原
宿

で
は
こ
の
時
期
町
内
祈
念
で
、
老
人

ク
ラ
ブ

の
女
性
た
ち

が
数
珠
繰
り
を
す
る
⑧
。

旧

二
月

堤
で
は
若
妻
会

で
子
安
様
を
拝
む
。
十

一
月

に
も
お
こ
な
う
⑤
。

旧

二
月
初
午
前
後

の
日
曜
日

五
区

の
竹
駒
稲
荷
神
社

で
は
自
治
会

で
初
午
祭
を
お
こ
な
う
⑯
。
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三
月

三
日

ひ
な
祭
り
④
。

三
月
第
三
日
曜
日

大
和
久

の
部
落
総
会
⑰
。

三
月

二
十

五
日

新
町
大
山
祇
神
社

の
春
祭
り
で
、
十

一
月

二
十
五
日
に
は
秋
祭
り
を
す
る
⑱

。

三
月
の
最
終

日
曜
日

熊
野
講
、
か

つ
て
は
原
宿
で
は
旧
暦
二
月
十
五
日
に
宿
ま
わ
り

で
実
施
し
て

い
た
が
、
近
年
は
公
民
館
に
集
ま

っ
て
熊
野
講
と
鍬
柄
講
を
兼
ね
る
。

餅

つ
き
歌
を
歌

い
な
が
ら
千
本
杵

で
餅
を
掲
く
⑨

。

旧
三
月
十

一
日

原
宿
の
薬
師
様

の
縁
日
⑧

⑨

。

四
月大

畑

の
馬
頭
観
音
様

の
祭
り
⑫
。
大
和
久

で
は
集
落
内

に
井
戸
尻
と
大
和
久

の
二

つ
の
鍬
柄
講
が
あ

る
の
で
、
そ

の
総
会
を
お
こ
な
う
⑰
。

四
月

一
日

寺
内

の
部
落
総
会
⑩
。

四
月

二
日

原
宿

の
八
幡
神
社

の
春
祭

り
の
た
め

に
、
集
落
の
な
か
に
幟
を
立

て
る
⑨
。
大
和
久

の
鎮
守
日
吉
神
社

の
祭
礼
⑰
。

四
月
三
日

弥
栄

で
は
休
み
日
に
し
て
弥
栄
振
興
会
が
中
心
に
弥
栄
神
社

の
祭
り
を
実
施
す

る
⑬
。
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四
月
八
日

大
和
久

の
山
王
寺

で
は
、
年
寄
り

の
女
性
た
ち
が
お
釈
迦
様

に
甘
茶
を
供
え

て
お
釈
迦
様
を
ま

つ
る
⑰
。
新
町
幸
福
寺
で
も
花
祭
り
を
す
る
⑱
。

四
月
十
日

寺
内
で
は
農
道

の
道
普
請
を
す
る
⑩
。

旧

四
月
十

二
日
?

白
山
地
区
の
淡
島
様

の
祭
り
で
、
こ
の
祭
り
を
契
機
に
男
女

が
知
り
合
う
こ
と
が
多

か

っ
た
①
。
三
月
十
二
日
が
淡
島
様

で
あ

っ
た
③
。

三
月
十

三
日
に
淡
島
様

の
祠

に
お
ま

い
り
し
て
縁
結
び
を
祈
る
④
。

旧

四
月
十

八
日

明
新
で
は
、
セ
イ
ネ

ン
が
共
有
地
に
あ

る
山

の
神
様
に
お
籠
り
を
す
る
⑦
。

五
月
五
日

端
午

の
節
供
④
。

五
月

一
一十
七
日

弥
栄

で
は
移
住
記
念

日
で
あ
る
。
昭
和
十

一
年

五
月
二
十
五
日
の
午
後

二
時
に
五
十

一
名

が
共
同
宿
舎

に
は

い
っ
た
移
住

の
記
念
日
で
、
弥
栄

に

入
植
し
た
家

で
は
赤
飯
を

つ
く
り
神
棚

に
供
え

て
祝

い
、
弥
栄
神
社

に
参
拝
し
て
赤
飯
を
供
え

る
⑬
。

六
月堤

区

で
は
集
落

の
年
寄
り

の
女
性
た
ち

が
、
境

で
大
き
な
数
珠
を
繰
り
、
念
仏
を
唱
え

る
⑤
。
中
野
目
で
も
⊥ハ
月

一
日
か
ら
七
日
ま
で
毎

日
女
性

た
ち
が
数
珠
を
廻

し
て
念
仏
を
唱
え

た
⑥
。
大
畑

で
も
同
様

で
六
十
歳
以
上

の
女
性
が
数
珠
を
廻
し
た
が
現
在

は
六
月

一
日
、
四
日
、
七
日
の
三

日
間

に
短
縮
し
た
⑫
。
大
和
久

で
も
七
日
間
年
寄
り

の
女
性

た
ち
に
よ
る
数
珠
繰
り
⑰
。
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六
月

一
日

大
和
久

で
は
六
月

一
日
か
ら
九
月
十
日

の
期
間
は
月

に
三
回

の
カ
ミ
ゴ
ト
が
あ
り
、
そ

の
日
は
休

み
日
に
な
る
⑰

。

六
月
二
十

三
日

愛
宕
神
社
祭
礼

大
和
久

の
愛
宕
様

の
祭
礼
⑰

。

旧
六
月

田
植
え
が
済
ん

で
か
ら
枠
場
に
馬
を

つ
な

い
で
馬

つ
く

ろ
い
を
し
た
⑦
。

旧
六
月
六
日

雷
神
様

明
新

の
大
雷
神
社
で
セ
イ
ネ

ン
た
ち
に
よ
り
お
祭
り
が
あ
る
⑦

。

旧
六
月
十

三
日

天
頭
お
題
目
、
供
養
神
事

明
新

の
本
法
寺

で
檀
信
徒
が
集
ま

っ
て
お
題
目
を
あ
げ

る
。
同
じ
く
行

人
坊

で
も
供
養
神
事

が
あ
る
⑦
。

旧
六
月
十
五
日

ご

ず

天
王
様
に
キ

ュ
ウ
リ
を
供
え
、
相
撲
を

お
こ
な

っ
た
①
。

明
新

の
牛
頭
天
王
神

社
の
祭
り
。
夜
お
籠
り
を
す

る
⑦
。
原
宿
は
昭
和
三
十
年

(
一
九

五
五
)
か
ら
断
絶
⑨
。
大
畑
で
は
十

四
日
は

セ
イ
ネ

ン
に
よ
る
念
仏
と
老
人
た
ち
に
よ
る
数
珠
繰
り
念
仏
を

、
十

五
日

に
は
天
王
参
り
を
お

こ
な

う
⑫

。
中
町
の
矢
吹
神
社

の
夏
祭
り

で
、
町
内

の
無
病
息
災
を
祈

る
⑳
。

旧
六
月
十
五
日

大
和
久
で
天
道
念
仏
を
お
こ
な
う
⑰

。

旧
六
月

二
十

四
日

愛
宕
山
に
あ
る
愛
宕
神
社

の
祭
り
⑦

。
大
畑

で
は

二
十
三
日
に
若

い
人
た
ち
が
太
鼓
念
仏
を
す
る
。
愛
宕
様
を
参
拝
す
る
⑫
。
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旧

六
月

二
十

四
日

青
年
団
が
稲
虫
を

送
る
⑦
。

七
月
上
旬

田
植
え
が
完
了
す

る
と
オ
オ
サ
ナ
ブ
リ
、
赤
飯

や
餅
を

つ
く

っ
て
祝
う
。
三
日
間
休
日
に
な
る
①
。
明
新

で
は
田
植
え
が
終
わ
る
と
青
年

団
が
区

長

に
カ
ミ
ゴ
ト
を
願

い
出
る
。
区
長
は
三
日
間

の
カ

ミ
ゴ
ト
を
決

め
る
⑦
。

七
月
十

五
日

き

ゆ

う

り

中
野
目

の
八
坂
神
社

の
胡
瓜
天
王
祭
り
⑥
。
寺
内

で
は
七
月
十
四
日
に
天
王
様

に
集
ま

っ
て
お
神
酒
を
あ
げ
数
珠
繰
り
を
す
る
⑩
。
根
宿
で
も

セ

イ
ネ

ン
た
ち
が
天
王
様

で
太
鼓
を
打
ち

な
が
ら
念
仏
を
あ
げ

る
⑪
。
柿
之
内

の
五
龍
神
社

で
も
、
胡
瓜
天
王
祭
を
お

こ
な
う
⑲
。

七
月

二
十
日

レ
ホ

稲
虫
を
村
境
に
送

る
祭
り
を
御
霊
神
社

で
お
こ
な
う
①

。
七
月
中
旬
、
虫

に
食
わ
れ
た
稲
を

三

つ
繕
り
に
し
て
村
境

に
送
る
③
。
七
月
中
旬
、
稲

虫
送
り
。
部
落

の
外
れ
ま

で
太
鼓
を
た
た

い
て
送
る
④

。

七
月

一
一十

三
日

原
宿

の
二
十

三
夜
様

で
念
仏
を
あ
げ

る
⑨
。

七
月

二
十

三
日

原
宿

の
二
十

、二
夜
様
を
正
福
寺
で
お
こ
な
う
⑧
。

七
月

一
一十

四
日

寺
内
の
愛
宕
様

で
、
お
神
酒
を
上
げ

て
数
珠
繰
り
を
す

る
⑩
。
根
宿
で
は
愛
宕
様

の
祭
り

で
念
仏
を
あ
げ

る
⑪
。

七
～
九
月
中

長
雨
続
き

の
と
き

に
三
日
正
月
と

い

っ
て
休
み
を
も

ら
う
①
。
六
月
ド
旬
、
セ
イ
ネ

ン
が
区
長
宅
に
門
松
を
立

て
て
休
み
を
も
ら
う
③
。
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旧
七
月
十

三
日
か
ら
十

五
日
ま
で

盆
踊
り
を

お
こ
な
う
①
。
櫓
を
組

ん
で
道

で
踊

っ
た
が
今
は
集
落
セ

ン
タ
ー
で
お
こ
な
う
④
。

八
月

一
日

八
朔
祭
り
で
御
霊
神
社
境
内
で
花
相
撲
を
奉
納
す
る
①

④

。
八
朔

つ
い
た
ち
と
も

い
う
③
。

五
区

の
竹
駒
稲
荷
神
社

の
八
朔
大
祭
⑯
。

旧

八
月
十

四
、
十

五
日

自
治
会
と
青
年
団
が
共
催
で
、
旧
公
民
館
前

に
櫓
を
組
ん
で
豊
年
踊
り
を
お
こ
な
う
⑯
。

九
月
七
日

原
宿

で
は
各

戸
か
ら

一
人
出
て
道
路

の
両
側

の
草
を
刈
る
⑨
。

九
月
十
五
日

寺
内

の
農
道

の
道
普
請
⑩
。

旧
九
月
八
日
と
九
日

か

つ
て
明
新

で
も
旧
暦
九
月
八
日
、
九

日
が
鎮
守

の
秋
祭
り
で
あ

っ
た
。
八
日
は
獅
子
舞

の
奉
納
が
あ
り
お
籠

り
を
す

る
。
翌
日
が
秋
祭

り
で
あ

っ
た
。
そ

の
あ
と
幟
を
お

ろ
し
た
⑦
。

十
月

二
日

中
野
目
八
坂
神
社

の
お
祓

い
⑥
。
八
幡
神
社

の
祭
礼

で
区
長
と
隣
組
長
と

で
旗
立
場
に
幟
を
立

て
る
⑭

。

十
月

三
日

御
霊
神
社

の
祭
礼

獅
子
舞
、
平
鍬
踊
な
ど
を
奉
納
す
る
。
現
在
で
は
、
原
則
二
年

に

一
回
と
な

っ
て

い
る
①

④
。

原
宿

で
は
育
成
会

の
人
た

ち
が
中
心
に
な

っ
て
神
輿
を
か

つ
ぐ
⑧

。
五
区
は
区
と
消
防
と
の
共
催

で
だ
る
ま
神
輿
を

出
し
、
区
内
を
練
り
歩
く
⑯
。
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十

一
月

大
畑

の
嫁
様
た
ち

の
子
安
講

が
あ

る
⑫
。
大
畑
で
は
十

一
月

の
山

の
神

は
野
山

で
仕
事
を
す
る
の
が
禁
忌
な

の
で
休
日
に
す

る
⑫
。

十

一
月
十

五
日

油

し
め
。
大
畑
で
は
収
穫
祝

い
の
意
味
が
あ
る
⑫
。

十

一
月
十
七
日

原
宿

で
は
各
戸
か
ら

一
人
出

て
公
民
館

で
鍬
柄
会
を
お

こ
な

い
、
「
部
落

の
規
約
」
を
決
め
る
⑨
。

旧
十

一
月

堤
の
セ
イ
ネ

ン
が
宿
を

借
り

て
山

の
神
を
拝
み
、
慰
労
会
を
す
る
⑤
。

十

一
一月

八
日

新
町
幸
福
寺

の
修
正
会
⑱
。

十

二
月

二
十
五
日

新
町

の
鎮
守
八
幡
様
と
山

の
神
様

に
奉
納
す

る
注
連
縄
を
総
代
が

つ
く

る
⑱
。

大
晦

日
か
ら
元
日

根
宿

で
は
部
落
の
代
表

五
人
が
栃
木
県
鹿
沼
市

に
あ
る
古
峰
神

社
に

一
泊

二
日
で
代
参

に

い
く
⑪
。(文

中
セ
イ
ネ
ン
は
、
青
年
団
、
青
年
会
員
を
さ
す
)

鈴

木

栄

氏

の

本
稿

は
矢
吹
町
史
編
纂
室

で
保
管
し

て
い
る
原
稿

で
、

一
本
木

の
鈴
木
栄

氏
に
よ

っ
て
昭
和
五
十

一
年

こ
ろ
に
書
か
れ
た
も

の

「
年
中

行

事
」
稿

で
あ

る
。

一
月

一
日

朝
風
呂

・
若
水
汲
み

(年
男
)
、
寄
合
餅

(大
晦

日
よ
り
引
き
続
き
行
う
)
、
初
詣
、
し
め
飾
り

・
お
供
え
餅

・
門
松
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二
日

三
日

四
日

六
日

七
日

十

一
日

十
四
日

十

五
日

十
六
日

二
十

日

二
月節

分
、

煎
り
豆
を
撒
き

、

「福

は
内

、
福
は
内
、
鬼
は
外
」
を
三
遍
つ

つ
唱
え
な
が
ら
、
家

の
内
外

に
撒
く
家
庭

の
行
事
。
子
ど
も
ら
は
自
分

の
歳

の
数
だ
け

の
豆
を

拾

っ
て
食

べ
る
。

初
午

初
め
て
の
午

の
日
に
五
色

の
紙
を
長
く
貼
り
合
わ
せ
、
部
落

の
稲
荷
神
社

に
奉
納
。
藁
細
工

八
日

針
供
養
、
麦

の
土
入
れ

(麦
踏

み
)
堆
肥
積

み
こ
み

十
日

田
の
神
お

ろ
し

ね

は

ん

え

十
五
日

浬
葉
会

(釈
迦

の
命
日
に
寺
参
り
す
る
)

初
夢

(折
り
紙
の
宝
船
を
枕

に
す
る
)

・
書
初
め

・
売
り
初
め

・
買

い
初
め
、
初
嫁

.
婿

の
年
始
廻
り

三
日
と
ろ
ろ

(と

ろ
ろ
飯
)

僧
侶
と
神
主

の
年
始
廻
り

(
こ
の
日

一
般

の
年
始
は
控
え
る
)

山
入
り

(山

の
神
を
祭

る
)

年
重
ね
餅
、
七
草
粥

(
せ
り
、
な
ず
な
な
ど
)

鏡
開
き

(鏡
餅
を
食
う

)
、
蔵
開
き
、
鍬
入
れ

(
田
圃

へ
出

て
二
鍬
、
三
鍬
う
な

っ
て
帰
る
)

と

そ

ぞ
う

に

松
送
り
、
餅

つ
き

・
団
子
刺

し

・
屠
蘇

・
雑
煮

・
田
楽

(豆
腐

の
味
噌

つ
け
焼
き
)
と
り
や
ん
ぼ
焼

(ど
ん
ど
焼
)

三
城
目
の
水
か
け
祭
、
小
正
月

・
小
豆
が
ゆ

・
成

人
の
日

便
所
掃

除

・
馬
小
屋

・
藪
入
り

恵
比
須
講

豆
ま
き
、
く

ろ
越
し
餅
、
立
春

の
前
日
年
と
り
と
称
し
戸
毎

に

「
い
わ
し
」

の
頭
を
豆
柄
も
し
く
は
柊

の
枝

に
挿
し
、
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三
月彼

岸

入
彼
岸

よ
り
送
り
彼
岸
ま
で
七
日
あ
り
、
中

の
日
を
中
日
と
称
し
休
日
。
各

家
庭
墓
参
。
赤
飯
又
は
牡
丹
餅
を
供
う
。
現
世

の
苦
を
免
れ

て
極
楽
の
彼
岸

に
達
す
る
意

な
り
。

初
酉

初
め
の
酉

の
日
。
酒
肴

を
以

っ
て
祝
う
。

水

口
祭

三
日

雛
祭
り

(桃

の
節
句

)
草
餅

(よ
も
ぎ
葉
餅
、
菱
餅
)
女

の
節
句
と
も

い
う
。

四
月苗

代
種
ま
き

(苗
代
し
め
)、
馬
鈴
薯
ま
き
、
甘
藷
床
作
り

八
日

花
ま

つ
り

(お
釈
迦
さ
ま
)
潅
仏
会
と
称

し
寺

に
て
甘
茶
を

い
た
だ
く
。

五
月八

十
八
夜

(播
種

の
適
期
)

・
さ
な
ぶ
り

(
田
植

え
が
終
わ

っ
て
早
苗
を
神
棚
に
供
え
、
餅
、
柏
餅
を
作
り
、
近
親
や
手
伝

い
を
受
け
た
人
を
招
く
)

つ
ち

つ

ま

り

五
日

端
午

の
節
句

(男
の
節
句

)
当
歳

の
男
子
あ
る
家
は
幟

や
鯉
幟

の
吹

流
し
を
立

て
、
屋
内
に
は
内
幟

、
人
形
を
飾
る
。
軒

に
菖
蒲

、

も
ち
ぐ
さ
を
葺
き
、
柏
餅
、
菖
蒲
湯
を
た

て
、
親
戚
知

人
を
招

い
て
祝
宴
を
張
る
。

春
蚕

た
ば
こ
苗
植
付
け

六
月

一
日

む
け

の
朔

日

人
身

が

一
皮
剥
け
る
と

い
い
、
餅
を
揚

い
て
食
う

。
神
事

に
て
休
日
。
更
衣

(虫
干
し
)
。

お
お
さ
な
ぶ
り

土
用
初

丑
の
日

鰻
や

「う
」

の

つ
く
物
を
食
う

。
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マ

マ

　

七

日

天
燈
念
仏
。

一
夜
天
皇
祭

薬
草

の
採
取

苗
代
除
草

十
五
日

天
王
祭

(矢
吹
神
社

・
三
城
目
八
坂
神
社

)
胡
瓜

の
初
成
を
神
前

に
供

し
、
先
に
上
げ
ら
れ
た
も

の
と
交
換
し
て
食

べ
る
。

陸
稲

中
耕

麦

・
馬
鈴
薯

・
甘
藷
収
穫

夏
蚕
掃
き

た
て

七
月

七
日

七
夕

(た
な
ば
た
、
ね
む

た
流
し
)
家

々
に
短
冊

(五
色
紙
)

に
歌
、
天
の
川
、
銀
河
な
ど
を
書
き
飾

っ
た
竹
を
立

て
る
。
ま
た
、

こ

の
日
墓
掃
除

、
井
戸
凌

い
、
合
歓
木

の
葉
を
豆

の
葉
を
早
朝
子
ど
も

に
流
さ
せ
る
。

水
田
中
耕

・
除
草

畑
除
草

十

三
～
十
六
日

お
盆

十
三
日
、
魂
迎
え

、
迎
え
火

十

四
日

墓
参

り
、
新
盆

の
家
は
高
灯
籠
を
掲
げ
親
戚
知
人
を
招
き
、
供
養

の
宴
を
催
す
。

十

五
日

嫁
婿
は
盆
礼

に
生
家
を
訪
れ
る
。

十

六
日

魂
送
り
、
供
物
を
真
菰

の
莫
座
に
包
ん
で
流
す
。

盆

踊
り

(十
四
日
よ
り
十
六
日
)

十
八
日

根
宿

の
二
十
三
夜
講

二
十
三
日

二
十
三
夜

の
月
待
ち

(原
宿
部
落
)
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第六章 一年の生活

八
月

一
日

八
朔

つ
い
た
ち
。
萱

の
箸

で
強
飯
を
食
う
。

秋
蚕
掃
立

て

十
五
日

月
見

(仲
秋

の
名
月
)
。

団
子
、
栗
、
芋
、
尾
花
、
月
見
草
を
縁
側
に
供
え

て
月
を
賞
す
。

子
ど
も

ら
は
供
物
を
取

っ
て
い
く
慣
習
あ

り
。

九
月

一
目

二
百
十
日
。
中
稲

の
開
花
期
で
台
風
襲
来

の
時
期

に
あ
た
る
か
ら
、
前

日
団
子
を
さ
し
て
嵐
除
け

の
祈
り
を
し
て
、
厄
日
と
し

て
警
戒

す
る
。

沢
庵
大
根
、
秋
蕪
な
ど
播
種

早
生
稲

・
粟

・
大
豆

・
甘
藷
な
ど
収
穫

十

一
日

二
百
二
十

日
。
厄
日
。

十
三
日

あ
と
の
月
見

十
九
日

三
城
目
獅
子
舞

・
平
鍬
踊
。
御
霊
神
社

の
奉
納
舞

十
月稲

架
小
麦

・
大
麦

・
い
ん
げ
ん
豆
な
ど
播
種
。

中
生
稲

・
甘
藷
な
ど
収
穫

十

日

刈
上
げ
餅
。
も
ぐ

ら
打
ち

二
十

日

え
び
す
講

(商
家
)
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十

一
月

晩
生
稲

・
沢
庵
大
根
な
ど
収
穫

米

の
調
整

大
根

・
ご
ぼ
う

・
白
菜
な
ど
収
穫

十

五
日

七
五
三
の
祝

い
、
帯
解
き
、
油
し
め

十

二
月

冬
至

南
瓜
を
食
う

出
代
り

一
か
年

間
で
奉
公
人

の
期
限
が
切
れ
る
日
で
、
各
人
に
よ
り
違
う
。

八
日

針
供
養

(師
走

八
日
)

針
娘

の
供
養
会
を
行
う
。

桑
園

の
施
肥

・
中
耕

・
結
束

蕪

・
ご

ぼ
う

・
冬
葱
な
ど
収
穫

麦
踏

・
中
耕

・
土
入
れ

二
十

五
日

煤
払

い

・
納
豆
ね
せ

二
十
八
日

餅
掲
き

三
十

一
日

年
越
し
蕎
麦
、
大
掃

い

松
飾
り

(大
晦
日
)

二
年
参
り

藤
田
忠

一
氏

の
松
倉

本
資
料
は
松
倉

の
藤

田
忠

一
氏
が
平
成
十

四
年

に
編
纂
室

に
提
出
し
た

地

区

の
年

中

行

事

る
。

「
年
中
行
事
調
査
票
」

に
添

付
さ
れ
た
も

の
で
あ
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一
月

一
日

元
旦
祭

近
津
神
社
で
新
年

の
祓

い
を
す
る
。
社
寺
総
代
三
名
。

旧

一
月
六
日
ま
で
は
松

の
内
と
称
し
た
。

一
月
六
日

山
入
り
正
月
。
錠
と
鋸
を
持

っ
て
山

に
入
り
、
供
え

米
を
山

に
供
え

て
か
ら
団
子
さ
し
の
木
を
切

っ
て
き
た
。

七

日
に
子
ど
も
た
ち

が
松
飾
り
を
集
め
て
藁
小

屋
に
保
管
し
て
お
き

、
十

四
日
の
夕
方
に
火
を

つ
け

て
焼
く
。
こ
れ
を
ト
ヤ
ン
ボ
焼
き
と

い
う

。
こ

の
火

で
餅
を
焼

い
て
食
う
と
風
邪
を
ひ
か
な

い
と

い
わ
れ
る
。

一
月
十

一
日

鍬

入
れ
正
月
。
松
飾
り
を

下
げ

て
田
に
持

っ
て

い
き

、
田
に
松
を
さ
し
て
餅
を
供
え
、

一
鍬
起
こ
し
た
。

一
月
十
四
日

団
子
さ
し
。
団
子
さ
し
の
木
は
山
か
ら
根
ご
と
掘
り
と

っ
て
く
る
。

一
月
十
五
日

古
峰
神
社
講
。
集
落
か
ら
三
人
く
ら

い
で
栃
木
県
鹿
沼
市

に
あ
る
古
峰
神
社

に
代
参
し
た
。
古

峰
神
社
は
火
伏
せ

の
神
で
あ

る
。

一
月
十
九
日

ハ
ヨ
ナ
ワ
作
り
。
荷
駄

(繋
馬
)
用

の
縄
を

打

っ
た
。
三
本
繕
り
に
し
て
八
尋
く
ら

い
の
長
さ
に
な
う
。
背
負

い
縄
は
四
尋
く
ら

い

に
な
う
。
縄
作
り
が
終
わ
る
と
餅
を
焼
き
、
祝

い
酒
を
飲

ん
だ
。

二
月

二
月

二
月

二
月
八
日

一
一月
八
日

三
月

四
月
三
日

五
月
五
日

節
分

村
祈
祷

も
よ
り
の
天
王
様

に
参
拝
し

て
無
病
息
災
を
祈

っ
た
。
七
天
王
参
り
と

い
う
。

初
午

の
日

に
疫
病
退
散
、
無
病
息
災
を
祈
念
し
辻

々
で
数
珠
繰
り
を
す

る
。

悪
病
神
が
宿
ら
な

い
よ
う

に
、
家

の
門
に
目
の
多

い
籠
を
吊
る
し
た
。

針
供
養
。
縫

い
物
を
禁
忌
と
す
る
日
で
あ

っ
た
。

節
句

女

の
節
句

近
津
神
社
春

の
祭
礼
。
村
中
が
他
村
の
客
を
招
待
し

て
祭
り
を
楽

し
ん
だ
。

節
句
。
男

の
節
句
。
幟
旗
を
立
て
て
祝
う
。

こ
の
日
は
田

の
畔
を
歩

い
て
は

い
け
な

い
、
田

に
入

る
こ

と

を
禁

忌
と

し

て

い
る

。
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六
月

一
日

む
け

の

つ
い
た
ち

六
月
十
五
日

近
津
神
社
奉
納
相
撲
。
近
隣
町
村
か
ら
草
相
撲
力
士

が
集
ま
り
盛
大
で
あ

っ
た
。
青
年
が
寄
付
金
を
部
落
か
ら
集
め
て
開
催
し
た
。

七
月
七
日

ネ
ブ
タ

(ネ

ム
ッ
タ
)
流
し
。
子
ど
も

た
ち

が
合
歓

の
葉
と
豆

の
葉
を
結
び
、
「
ネ

ム
ッ
タ
流
れ
ろ
豆
葉

は
引

っ
か
か
れ
」
と

い
い
な

が
ら
川
に
流
し
た
。

七
月
七
日

新
盆

の
家

で
は
杉

の
木

の
高
灯
籠
を
立

て
、
高

い
と
こ
ろ
に
提
灯
を
吊
る
す
。

八
月
十

三
日

盆
の
迎
え
火
を
焚

い
て
先
祖
の
霊
を
迎
え
る
。

八
月
十
六
日

地
獄
の
釜

の
休
み
と

い
っ
て
、
風
呂
釜
を
焚
く

の
を
休
ん
だ
。

旧
九
月
九
日

近
津
神
社
秋

の
祭
り
。
菊
祭
り
。
近
郷
近
在

の
人
を
招

い
た
。
現
在
は
町
全
体

で
十
月

二
日

に
統

一
し
て
い
る
。

旧
十

月
十

日

刈
上
げ
十

日
。
前

日
の
夜
に
餅
を
掲

い
て
祝

っ
た
。
子
ど
も

た
ち

は
藁
を
身

に
ま
と

い
、

ム
ジ
ナ
打
ち

(も
ぐ
ら
打
ち
と
も

い
う

)

み

ょ
う

が

を

し
た
。
茗
荷

の
茎
を
藁

に
い
れ

て
細
縄
で
固
く
巻

い
て
棒
状

に
し
た
も

の
を
持
ち
、

一
戸
ご
と

に
廻
り
そ
れ

で
地
面
を
叩

い
て
餅

や
お
金
を
も

ら

っ
て
歩
く
。
そ

の
と
き

「大
麦
小
麦
三
角

蕎
麦
当
た
れ

(豊
作
に
な
れ
と

い
う
意
味
)」

と
唱
え
た
。

旧
十

月
二
十
日

エ
ビ

ス
講
。
生
き
た
鮒
を
神
棚
に
供
え
、
膳

に
お
金
を

い
れ
た

一
升
枡
と
高
く
盛

っ
た
飯
を

エ
ビ

ス
と
大
黒
様

に
供
え
長
男
が
食

べ
る
。
か

つ
て
は
魚
も
町
売
り

で
、
魚
屋

の
勘
定

日
で
も
あ

っ
た
。

旧
十

一
月
十

五
日

油
し
め
十

五
日
。
正
月
に
使
う

油
を

こ
の
日
に
絞

っ
た
。
餅
を

つ
き
嫁
や
婿
は
こ
の
日
に

つ
い
た
餅
を
持

っ
て
里

に
帰

っ
た
。

旧
十

二
月
八
日

師
走
八
日
と
も

い
っ
た
。
二
月
と
同
じ
く
針
供
養
と

い
っ
て
目
の
多

い
籠
を
門

口
に
吊

る
し
た
。

旧
十

一
一月
二
十

五
日

納
豆
ね
せ
。
正
月

に
使
う
納
豆
を

こ
の
日
に

つ
く

っ
た
。
藁

ツ
ト
に
煮
た
大
豆
を

い
れ
、
温
か

い
う
ち
に
土
を
掘

っ
た
穴
に

い
れ
て
寝
か
す
。

旧
十

二
月
一
一十

八
日

正
月
に
使
う
餅
を

つ
く
。
二
十
九

日
は
餅

つ
き
を
し
な

い
。
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