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研
究
ノ
ー
ト

一　
『
会
津
農
書
』
に
み
る
耕
作
祭

『
会
津
農
書
』
の
農
法　
　
『
会
津
農
書
』
は
、
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
に
幕
内
（
現
在

の
会
津
若
松
市
神
指
町
幕
内
）
の
肝
煎
、
佐
瀬
与
次
右
衛
門
に
よ
っ
て
著
述
さ
れ
た
農
業

技
術
書
で
あ
る
。
会
津
の
自
然
に
即
し
た
農
法
を
、
与
次
右
衛
門
が
自
ら
の
体
験
と
「
郷

談
」
と
呼
ば
れ
る
旧
慣
習
に
拠
り
な
が
ら
、
批
判
的
な
目
で
自
ら
実
験
し
、
そ
の
結
果
を

数
値
で
表
し
て
報
告
す
る
と
い
う
記
述
方
法
で
、
そ
の
農
法
が
現
代
に
ま
で
伝
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
、
大
き
な
特
色
が
あ
る（
１
）。

『
会
津
農
書
』
の
世
界
観　
　

与
次
右
衛
門
は
、
自
然
に
逆
ら
わ
ず
、
自
然
を
生
か
し
た

農
法
を
『
会
津
農
書
』
で
体
系
づ
け
て
い
る
。
与
次
右
衛
門
の
農
法
の
世
界
観
に
は
、「
天
・

地
・
人
」
す
な
わ
ち
自
然
界
に
人
々
が
ど
う
働
き
か
け
、
作
物
を
栽
培
す
る
か
と
い
う
、

一
種
の
思
想
観
念
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。「
天
・
地
」
に
「
人
」
が
農
業
を
行
う
に
あ

た
っ
て
の
思
想
的
観
念
と
し
て
、
与
次
右
衛
門
は
「
勇
」
と
い
う
儒
教
的
観
念
を
述
べ
て

い
る
。「
勇
」
は
実
際
に
農
業
を
行
う
に
あ
た
っ
て
の
技
術
的
な
観
念
で
、
す
な
わ
ち
農

法
を
指
し
て
い
る
。
農
法
を
実
施
す
る
に
は
、「
智
」
す
な
わ
ち
農
業
に
関
す
る
多
く
の

知
識
と
、「
仁
」
す
な
わ
ち
親
子
を
敬
う
心
、
村
人
と
仲
良
く
す
る
心
な
ど
、
そ
う
し
た

心
を
も
っ
て
作
物
を
栽
培
す
る
こ
と
を
説
い
て
い
る（
２
）。

耕
作
祭　
　

こ
の
よ
う
な
農
業
に
対
す
る
農
民
の
心
構
え
を
説
く
一
方
、
豊
作
を
祈
り
、

災
害
・
病
虫
害
か
ら
農
作
物
を
守
護
す
る
農
耕
儀
礼
な
ど
、
信
仰
行
事
ま
で
記
述
し
て
い

る
の
も
、『
会
津
農
書
』
の
特
色
の
ひ
と
つ
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
農
耕
儀
礼
や
祭
礼
は
、

現
在
も
会
津
地
方
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、『
会
津
農
書
』
や
『
会
津
歌
農
書
』

（
宝
永
元
年
、
一
七
〇
四
）
に
著
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
農
耕
儀
礼
や
祭

礼
の
歴
史
を
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
に
も
な
る（
３
）。

与
次
右
衛
門
は
、『
会
津
農
書
』
著
述

当
時
の
農
耕
儀
礼
を
、
簡
潔
に
著
述
し
て
い
る
も
の
に
、『
会
津
歌
農
書
』
下
之
末
の
「
耕

作
祭
」
と
「
祈
農
」
が
あ
る
。

　
　
　
　

耕
作
祭

　

正
月
の
中
の
五
日
に
耕
し
の

　
　
　
　
　
　

真ま

似ね

し
て
を
く
ハ
春
祭
り
な
り

　

初
春
の
望
日
の
朝
鳥
追
ハ

　
　
　
　
　
　

作
り
を
食は
ま

ぬ
祭
り
事
也

　

七
夕
の
牛
に
と
麦
の
初
刈
を

　
　
　
　
　
　

心
は
こ
ぶ
も
祭
り
な
り
け
り

　

園
の
菜
の
ほ
が
け
を
神
へ
供く
ふ

ず
る
も

　
　
　
　
　
　

作
り
耕
す
夏
祭
り
な
り

　

ま
づ
神
へ
早
稲
の
穂
が
け
を
供
ず
る
ハ

　
　
　
　
　
　

作
り
実
る
の
秋
祭
な
り

　

刈
あ（
上
）け

の
餅
を
備
へ
て
田
の
神
を

　
　
　
　
　
　

祭
る
ハ
稲
の
祝
成な
り

け
り

　

神
無
月
十
日
に
蕪か
ぶ

な
食
ざ
る
ハ

　
　
　
　
　
　

園
の
作
り
の
祭
な
り
け
り

　
　
　
　

祈
農

　

神
垣か
き

に
心
に
し（

注
連
）め

を
か
け
て
こ
の

　
　
　
　
　

祈
り
は
作
り
実
る
た
め
な
り

　

祈
る
よ
り
神
の
慮こ
ゝ
ろは

も
ろ
も
ろ
の

　
　
　
　
　

作
り
の
実
り
さ
そ
や
守
ら
ん

　

来
よ
り
も
稼な
り

穡ハ
ひ

は
猶

　
　
　
　
　

救す
く

ひ
給
ハ
ん
祈
る
こ
ゝ
ろ
を

　
　
　
　

松
の
絵ゑ

に

　

君
か
代
に
か
ね
て
生
ふ
て
ふ
若
松
の

　
　
　
　
　

千
と（
年
）せ
栄さ

か

ふ
る
天あ

め

の
益ま

す

人

　
　
　
　

鶴
の
絵
に

　

雛
鶴
の
門
田
に
𩛰あ
さ

る
千い

五を

百
秋あ

き

の

　
　
　
　
　

瑞ミ
つ

穂ほ

ハ
た
も
つ
命
也
け
り
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佐々木長生

　
　
　
　

亀
の
絵
に

　

た
ゝ
せ
く
な
齢よ
は
ひか

さ
ぬ
る
さ
ゝ
れ
石
の

　
　
　
　
　
　

岩（
巖
）尾

の
亀
の
う
む
こ
と
こ
と
に

　
　
　
　

稲
の
絵
に

　

田
な
つ
物
時
得
て
植
る
天
地
の

　
　
　
　
　
　

か（
限
）き

り
は
民
の
蒔
つ

　

ま
た
『
会
津
農
書
附
録
』
二
に
も
、「
耕
作
の
祭
り
」
や
「
風
祭
り
」
な
ど
、
現
在
も
会

津
地
方
で
行
わ
れ
て
い
る
農
耕
儀
礼
の
記
述
が
あ
る（
４
）。

　

一
、
老
農
の
い
へ
る
ハ
、
昔
は
耕
作
祭
り
と
い
ひ
、
正
月
ニ
里
に
ハ
雪
の
上
に
田
を

植
、
麻
を
作
り
、
其
外
某
所
に
畢
意
じ
て
用
る
諸
種
作
毛
の
ま
ね
を
し
て
置
な
り
。
今

以
其
例
用
ひ
来
る
者
あ
り
。

　

一
、
諸
作
毛
に
辰
巳
風
あ（
仇
）た
な
り
。
風
雨
時
に
か
な
ひ
、
稲
の
草
生
満
作
た
り
と
い

へ
と
も
、
出
穂
の
節
巽
風
吹
て
さ
む
き
時
は
、
一
夜
の
内
に
も
か
れ
し
ね
と
成
り
、
粟
、

稗
も
か
る
ゝ
な
り
。
又
実
て
後
は
巽
風
計
に
も
か
ぎ
ら
ず
、
大
風
？
（
頻
）
に
吹
時
は
、

田
畑
の
実
共
に
吹
こ
ぼ
す
也
。
故
に
昔
ハ
風
祭
り
を
し
て
遊
ぶ
と
い
え
り
。
今
以
其
例

勤
る
所
も
あ
り
。

虫
送
り
・
鼠
送
り　
　
『
会
津
農
書
附
録
』
四
に
は
、
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
か
ら
宝

永
六
年
（
一
七
〇
九
）
ま
で
一
九
年
間
に
わ
た
る
気
象
状
況
と
農
作
物
の
作
柄
に
つ
い
て

記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
、
旱
魃
の
年
に
雨
乞
い
を
行
っ
た
記
録
や
、
害
虫

や
野
鼠ね
づ
みの

大
発
生
に
よ
り
、
虫
送
り
や
鼠
送
り
を
行
っ
た
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
元

禄
五
年
の
記
述
に
は
、「
鼠
お
く
り
」
を
行
っ
た
と
あ
る
。「
鼠
お
く
り
」
は
南
会
津
郡
只

見
町
や
旧
南
郷
村
、
旧
舘
岩
村
な
ど
南
会
津
町
で
は
、
大
正
時
代
ま
で
行
わ
れ
て
き
た（
５
）。

　

一
、
山
畠
に
野
鼠
多
く
出
て
作
の
実
を
く
ふ
。
又
熊
野
干
大
部
に
あ
れ
て
作
毛
の
実

を
食
ふ
也
。
方
々
に
て
鼠
お
く
り
を
す
る
。

　
「
鼠
お
く
り
」
は
全
国
的
に
み
て
も
、
ま
れ
な
行
事
で
あ
る
。
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）

の
現
在
の
南
会
津
町
（
旧
南
郷
村
・
旧
伊
南
村
）
付
近
の
風
俗
を
書
き
上
げ
た
『
会
津
群

郷
村
之
品
々
書
上
ヶ
申
帳　

伊
南
古
町
組
』（
以
下
、『
古
町
組
風
俗
帳
』
と
略
す
）
に
よ

る
と
、「
虫
送
り
」
や
「
鼠
送
り
」
に
つ
い
て
当
時
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る（
６
）。

虫
送
り
鼠
送
り
と
申
事

　

一
、
虫
送
り
ハ
夏
中
田
畑
作
毛
へ
虫
付
大
成
さ
わ
り
ニ
罷
成
事
御
座
候
、
其
時
百
姓

竃
数
ニ
小
は
た
を
は
り
、
其
村
人
数
不
残
罷
出
、
品
々
物
ま
ね
等
仕
、
か
ね
、
た
い
こ

を
打
は
や
し
、
何
虫
を
送
る
は
や
り
虫
送
る
と
申
、
人
数
ニ
手
に
分
レ
よ
ば
わ
り
申
候
、

鼠
送
り
も
同
断
ニ
御
座
候
、
何
れ
も
其
村
切
切
ニ
さ
か
い
迄
送
り
申
候

稲
穂
掛
・
麦
穂
掛　
　

害
虫
や
イ
モ
チ
病
な
ど
病
害
か
ら
作
物
を
守
り
、
収
穫
の
節
を
迎

え
る
と
、「
稲
穂
掛
」
や
「
麦
穂
掛
」
な
ど
の
収
穫
儀
礼
を
行
っ
て
き
た
。『
会
津
農
書
』

上
巻
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

稲
穂
掛　

暦
の
中
段
の
お
さ
む
に
吉
。
惣
作
り
の
穂
掛
に
よ
し
。
若
下
に
悪
日
あ
ら

ハ
、
い
か
ゝ
有
べ
し
。

　

麦
穂
掛　

昔
よ
り
丑
の
日
を
用
ひ
来
る
也
。

　
『
会
津
農
書
附
録
』
六
に
は
、「
麦
穂
掛
」
の
方
法
と
み
ら
れ
る
記
述
が
あ
る
。
初
刈
り

の
麦
を
牛
に
供
え
る
と
あ
る
。

　

麦
の
刈
初
ハ
明
の
方
へ
向
て
三
鎌
か
り
、
そ
れ
を
牛
に
そ
な
へ
置
な
り
。
又
人
に
依

て
麦
畑
に
木
二
本
立
て
横
木
を
渡
し
、
三
鎌
刈
た
る
麦
を
其
横
木
に
結
ひ
付
、
牛
に
そ

な
ふ
る
者
も
有
也
。
是
三
数
を
用
。

　

麦
と
牛
（
丑
）
に
関
し
て
『
会
津
農
書
附
録
』
八
に
飯
豊
山
の
「
牛
雪
」
と
の
関
連
を

記
述
し
て
い
る
。
当
時
の
牛
と
麦
と
の
関
連
を
示
す
伝
承
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　

問
て
曰
、
農
家
に
て
麦
蒔
初
丑
の
日
を
用
い
、
亦
穂
掛
に
も
丑
の
日
に
刈
て
其
麦
初

尾
を
牛
に
供
す
る
な
り
。
是
ハ
如
何
な
る
故
な
ら
ん
。

　

答
て
曰
、
域
書
を
見
る
に
天
に
牽
牛
、
織
姫
の
二
星
有
て
、
牽
牛
は
牛
を
牽
て
耕
を

な
し
、
織
姫
は
機
を
織
り
給
ふ
な
り
。
是
我
朝
に
ハ
七
夕
と
い
へ
り
、
秘
訓
た
ね
は
た

な
り
。
天
の
牛
耕
に
か
た
と
っ
て
農
民
牛
に
鋤
を
ひ
か
せ
、
田
畑
を
耕
す
報
本
の
志
し

を
以
て
天
の
牛
に
供
す
る
成
へ
し
。
亦
当
領
の
飯
豊
山
頂
上
の
雪
の
村
消
、
牛
の
形
に

似
た
る
所
有
り
、
是
を
飯
豊
牛
と
い
ふ
。
此
牛
躰
の
雪
見
ゆ
る
時
に
農
の
時
を
考
ふ
る

事
あ
り
。
飯
豊
の
二
字
、
五
穀
豊
鐃
の
義
有
り
。
此
故
に
会
津
村
内
の
農
民
挙
て
五
穀

成
就
を
此
御
山
に
祈
る
。
穂
か
け
を
牛
に
供
す
る
も
此
牛
容
に
備
る
心
な
ら
？
。
是
亦

彼か
の

天
の
牛
と
其
故
を
同
ふ
す
る
な
り
。

　

喜
多
方
市
山
都
町
一
ノ
木
の
飯
豊
山
神
社
に
は
、
元
禄
一
二
年
（
一
六
九
九
）
銘
の
「
飯

豊
山
道
中
絵
図
」
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
多
く
の
登
拝
者
が
描
か
れ
て
い
る
。

道
中
の
各
所
名
が
描
か
れ
て
い
る
中
に
、「
牛
形
牛
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。『
会
津
農
書

附
録
』
の
「
農
民
挙
て
五
穀
成
就
を
此
山
に
祈
る
。」
と
あ
る
記
述
は
、
道
中
絵
図
に
描

か
れ
て
い
る
様
子
を
表
現
し
て
い
る
。
道
中
絵
図
の
制
作
と
『
会
津
農
書
附
録
』
の
執
筆

年
代
が
同
年
代
で
あ
る
点
、
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
会
津
地
方
は
も
と
よ
り
中
通
り
地
方

ま
で
、
五
穀
豊
饒
を
祈
願
し
て
飯
豊
山
に
登
拝
す
る
習
俗
は
、
昭
和
三
十
年
代
ま
で
盛
ん

に
行
わ
れ
て
き
た
。
各
地
に
建
立
さ
れ
て
い
る
「
飯
豊
山
」
と
刻
ま
れ
た
石
塔
は
、
そ
の

信
仰
心
の
厚
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。

秋
糯
・
田
の
神
餅　
　

無
事
収
穫
が
終
る
と
、
田
の
神
に
餅
を
搗
い
て
お
供
え
し
て
、
収

穫
の
感
謝
を
す
る
。
こ
れ
を
「
刈
り
上
げ
餅
」
と
か
「
秋
餅
」
と
呼
ん
で
い
る
。『
会
津

農
書
附
録
』
八
に
は
、「
秋
糯
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

問
て
云
、
農
家
に
て
秋
糯
と
い
ひ
、
定
て
九
月
晦
日
に
糯
を
擣
ハ
何
ぞ
や
。

　

答
て
云
、
二
月
の
中
に
種
子
籾
を
水
に
浸
ハ
耕
し
の
始
な
り
。
二
月
は
春
の
最
中
、
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春
は
東
よ
り
来
る
。
此
縁
を
以
、
或
喜
に
東
作
業
を
讚
め
て
書
た
り
。
夏
ハ
耘
り
、
八

月
の
中
に
凡
実
る
。
八
月
ハ
秋
の
最
中
、
秋
ハ
西
な
り
。
東
に
作
り
始
て
西
に
芟
収
る

故
に
西
収
の
期
に
ハ
舂
法
既
得
を
願
ふ
へ
し
と
書
た
り
。
誠
に
農
家
に
春
秋
の
業
繁
昌

し
、
基
本
を
報
せ
ん
た
め
に
秋
の
暮
に
至
り
糯
を
供
て
田
の
神
を
祭
る
故
に
、
田
の
神

の
糯
と
も
、
秋
も
ち
と
も
、
芟
揚
の
餅
と
も
言
な
り
。

　

貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
の
現
在
の
会
津
若
松
市
北
会
津
町
中
荒
井
付
近
の
風
俗
書
上

げ
帳
『
中
荒
井
興
三
十
二
箇
村
風
俗
帳
』（
以
下
『
中
荒
井
組
風
俗
帳
』
と
略
す
）
に
は
、

田
の
神
へ
秋
餅
を
供
え
る
折
、「
揺
桶
」
と
呼
ば
れ
る
籾
と
玄
米
を
振
り
分
け
る
農
具
に

入
れ
て
供
え
る
と
あ
る（
７
）。「

揺
桶
」
は
田
の
神
を
祀
る
祭
具
と
な
っ
て
い
る
。

　

一
（
九
月
）
廿
九
日
晦
日
刈
上
ケ
の
餅
、
秋
餅
と
も
云
、
田
の
神
へ
上
け
て
祝
ふ
、

又
か
い
餅
を
し
て
餅
ハ
揺
桶
に
入
、
か
い
餅
ハ
舛
ニ
入
上
る
、
此
時
田
植
手
伝
の
者
に

振
舞

　
「
刈
り
上
げ
餅
」
を
搗
き
、
田
の
神
へ
収
穫
を
感
謝
す
る
祝
い
は
、
現
在
も
三
島
町
西

方
な
ど
で
行
わ
れ
て
い
る
。『
会
津
農
書
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
農
耕
儀
礼
は
、
現
在
も

会
津
各
地
で
行
わ
れ
て
き
て
い
る
。
農
民
に
と
っ
て
、
自
然
に
左
右
さ
れ
る
農
業
は
、「
田

の
神
」
や
作
神
に
豊
作
や
災
害
回
避
を
祈
願
す
る
こ
と
は
、
当
然
の
行
為
と
も
考
え
ら
れ

る
。
今
日
の
よ
う
に
科
学
技
術
の
進
ん
だ
時
代
で
も
、
信
仰
観
念
が
消
滅
す
る
こ
と
は
な

い
よ
う
で
あ
る
。
現
在
、
会
津
各
地
に
継
承
し
て
き
て
い
る
農
業
に
関
す
る
祭
礼
や
年
中

行
事
が
、
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

二　

会
津
地
方
の
農
業
と
祭

磐
梯
山
と
農
業　
　

会
津
地
方
に
お
い
て
、
農
業
と
信
仰
的
、
芸
術
的
な
内
容
を
記
載
し

た
文
書
と
し
て
最
古
と
み
ら
れ
る
の
は
、
恵
日
寺
所
蔵
の
建
治
二
年
（
一
二
七
六
）
写
し

の
御
田
植
歌
で
あ
ろ
う（
８
）。
恵
日
寺
は
、
磐
梯
山
の
麓
に
あ
る
僧
徳
一
が
開
山
し
た
古
刹
で
、

「
仏
都
会
津
」
と
呼
ば
れ
る
会
津
の
仏
教
の
基
点
と
な
っ
た
。
徳
一
が
恵
日
寺
を
磐
梯
山

麓
に
開
い
た
の
は
、
磐
梯
山
そ
の
も
の
を
カ
ミ
の
す
む
山
と
し
て
仰
ぐ
、
山
岳
信
仰
が
山

麓
の
人
々
に
存
在
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

磐
梯
山
は
、
古
く
は
「
病
悩
山
」
と
も
呼
ば
れ
、
魔
の
す
む
山
と
い
わ
れ
た
。「
手
長

足
長
」
の
巨
人
が
す
み
、
山
麓
の
人
々
を
苦
し
め
て
き
た
。
こ
れ
を
弘
法
大
師
（
空
海
）

が
退
治
し
、
そ
の
巨
人
を
胡
麻
粒
ほ
ど
に
小
さ
く
し
て
山
頂
に
「
磐
梯
明
神
」
と
し
て
祀

り
、
以
来
磐
梯
明
神
は
麓
の
人
々
の
農
業
を
見
守
る
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
き
た
。「
猪

苗
代
」
と
い
う
地
名
は
、
磐
梯
明
神
が
猪
を
遣
し
て
、
山
麓
の
苗
代
を
耕
し
た
の
で
、「
猪

苗
代
」
と
な
っ
た
と
い
う
伝
承
が
、
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
年
）
の
『
会
津
風
土
記
』
に

記
載
さ
れ
て
い
る（
９
）。

佐
瀬
与
次
右
衛
門
は
、
こ
の
伝
承
を
『
会
津
歌
農
書
』
下
之
本
「
猪

之
耕
」
に
も
記
載
し
て
い
る
。

　

会
津
山
ふ
も
と
の
里
の
苗
代
を

　
　
　
　
　
　

猪
の
耕
し
と
談か
た

り
と
伝
へ
り

　

そ
れ
よ
り
も
猪
の
耕
し
に
な
ぞ
ら
へ
て

　
　
　
　
　
　

猪
苗
代
と
ハ
名
付
た
る
と
や

　

も
ろ
こ
し
や
倭ヤ
マ
トも

お
な
じ
け
だ
も
の
ゝ

　
　
　
　
　
　

き
て
耕
す
ハ
聖
の
御
代
な
り

恵
日
寺
の
御
田
植
歌　
　

恵
日
寺
境
内
に
は
、「
明
神
田
」
と
呼
ば
れ
る
神
田
が
あ
り
、

江
戸
時
代
ま
で
御
田
植
祭
が
行
わ
れ
て
き
た
と
い
う
。
明
神
田
と
み
ら
れ
る
神
田
は
、
昭

和
三
十
年
代
ま
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
見
ら
れ
な
い）

（1
（

。
恵
日
寺
史
跡
内
に
は
、「
種た

ね

子
蒔

き
桜
」
と
呼
ば
れ
る
桜
の
古
木
が
現
在
も
存
在
し
て
い
る
。
周
辺
の
人
々
は
、
こ
の
桜
の

開
花
を
目
印
に
し
て
、
種
子
籾
を
蒔
き
つ
け
た
と
い
う
。
恵
日
寺
の
御
田
植
歌
は
、
神
田

で
御
田
植
え
を
す
る
早
乙
女
た
ち
が
、
歌
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

と
き
盤
な
す
磐
梯
山
の
す
そ
わ
田
に

沢
水
を
せ
き
入
れ
て

清
水
を
い
せ
き
か
け
て

と
る
や
さ
な
へ
う
う
る
や
若
苗

秋
た
た
ば
さ
き
た
た
ば

し
な
へ
八
東
穂
に
し
な
へ

神
の
み
け
の
ま
け
に

大
神
の
と
ゆ
み
け
の
ま
け
に
や

広
き
み
と
し
ろ
い
や
ひ
ろ
に

御
心
と
平
け
く
神
の
み
こ
こ
ろ
と

た
ひ
う
け
き
大
神
田
に

み
な
わ
か
き
た
れ
ひ
ぢ
り
こ
か
き
よ
せ
て

を
と
め
ら
が
さ
と
め
ら
が

う
ゑ
わ
た
す
若
苗
み
と
し
ろ
も
せ
き
ま
で

う
ゑ
わ
た
す
神
の
さ
と
め
ら
が

う
ゑ
わ
た
す
神
の
さ
と
め
ら
が

う
ゑ
わ
た
す
苗
苗

磐
梯
山
に
雲
ゐ
棚
び
く
た
な
び
き
て

雲
ゐ
た
な
び
き
て
を
さ
め
そ
ぼ
ふ
る

と
れ
や
早
苗
う
う
れ
や
さ
を
と
め

か
さ
も
き
る
な
を
が
さ
も
か
ぶ
る
な

う
う
れ
や
う
う
れ
や
大
神
田
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と
り
に
と
れ
若
苗
ふ
し
た
た
ぬ
ま
に
や

さ
ふ
し
た
た
ぬ
ま
た

　

建
治
二
年
写
し
と
あ
る
の
で
、
こ
の
御
田
植
歌
は
そ
れ
以
前
か
ら
、
恵
日
寺
周
辺
で
歌

わ
れ
て
き
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
歌
に
歌
わ
れ
て
い
る
「
大
神
」
は
、
磐
梯
明
神

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
大
神
に
供
え
る
神
供
の
米
を
栽
培
し
た
の
が
、「
大
神
田
」
で
あ
り
、

後
に
「
明
神
田
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
神
田
で
あ
ろ
う
。
磐
梯
明
神
は
、
田
の
神
と
し
て
の

作
神
的
な
存
在
と
し
て
、
磐
梯
山
麓
の
人
々
の
厚
い
信
仰
を
得
て
き
た
。

恵
日
寺
の
舟
曳
祭　
　

恵
日
寺
に
は
、
数
多
く
の
祭
や
行
事
が
行
わ
れ
て
き
た）

（（
（

。
そ
の
ひ

と
つ
に
、
二
月
十
五
日
の
「
御
国
祭
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
磐
梯
山
頂
の
磐
梯
明
神
を
磐
梯

山
麓
に
招
き
祭
る
も
の
で
、
貞
享
二
年
の
記
録
等
に
そ
の
詳
細
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
現

在
、
恵
日
寺
境
内
で
三
月
二
十
一
日
の
彼
岸
に
行
わ
れ
て
い
る
（
昭
和
四
十
年
代
ま
で
は

三
月
十
五
日
）「
舟
曳
祭
」
が
あ
る
。
こ
の
祭
は
、
栗
の
木
の
舟
の
上
に
米
俵
三
俵
を
載
せ
、

こ
れ
を
麓
の
人
た
ち
が
東
西
に
分
か
れ
て
引
き
合
う
。
東
が
勝
つ
と
米
の
値
が
上
が
り
、

西
が
勝
つ
と
米
が
取
れ
す
ぎ
て
困
る
。三
本
勝
負
で
、東
側
が
勝
つ
年
が
多
い
。こ
の
勝
負

の
審
判
を
務
め
る
の
が
、
翁
の
面
を
被
っ
た
人
で
、
手
に
幣
束
を
持
ち
勝
負
の
判
定
を
す

る
。
勝
負
を
判
定
す
る
の
が
、
磐
梯
明
神
で
あ
り
、
来
る
年
の
作
を
占
っ
た
も
の
で
あ
る）

（1
（

。

初
市
の
米
引　
　

こ
の
作
占
の
方
法
と
同
様
と
み
ら
れ
る
の
が
、
正
月
初
市
で
行
わ
れ
て

い
る
大
俵
引
き
の
行
事
で
あ
る
。
正
月
十
四
日
に
は
、
会
津
坂
下
町
と
会
津
美
里
町
高
田

の
大
俵
引
き
が
行
わ
れ
て
い
る
。
明
治
五
年
ま
で
は
、
会
津
若
松
市
大
町
の
十
日
市
に
も

行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
他
、
西
会
津
町
野
沢
や
喜
多
方
市
小
荒
井
・
小
田
付
、
熊
倉
な
ど

の
初
市
に
、
明
治
初
期
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
。

御
田
植
祭　
　

会
津
地
方
に
は
、
御
田
植
祭
と
よ
ば
れ
、
早
乙
女
が
神
田
に
田
植
え
を
す

る
祭
が
現
在
も
行
わ
れ
て
い
る
。
七
月
二
日
の
喜
多
方
市
慶
徳
の
稲
荷
神
社
、
七
月
七
日

の
会
津
坂
下
町
新
館
の
栗
村
神
社
、
七
月
十
二
日
の
会
津
美
里
町
高
田
の
伊
佐
須
美
神
社

の
御
田
植
え
祭
が
あ
る
。
ま
た
、
喜
多
方
市
塩
川
町
駒
形
や
熊
倉
町
舘
の
稲
荷
神
社
で
も
、

昭
和
三
十
年
代
初
め
ま
で
、
御
田
植
祭
が
行
わ
れ
て
き
た
と
い
う）

（1
（

。
早
乙
女
た
ち
が
神
田

に
入
っ
て
田
植
え
を
行
う
神
事
の
北
限
が
、
会
津
地
方
で
あ
る
。

　

神
田
で
早
乙
女
た
ち
が
御
田
植
え
を
行
う
と
き
に
、
畦
に
は
田
植
え
人
形
が
立
て
ら
れ
、

そ
の
わ
き
で
田
植
え
歌
が
歌
わ
れ
る
。
そ
の
音
曲
に
合
わ
せ
て
、
早
乙
女
た
ち
が
、
田
植

え
を
行
う
。
慶
徳
稲
荷
神
社
の
御
田
植
歌
は
次
の
歌
詞
で
あ
る
。

稲
荷
田
の
た
な
い
に
浸
す
種
は
な
に
な
に

葉
広
の
わ
せ
八
束
穂
の
お
ぐ
し
ね

山
田
に
も
石
田
に
も
石
田
に
も
山
田
に
も

お
ん
田
の
神
の
注
連
張
え
て

千
刈
り
田
は
二
千
刈
り

五
百
刈
り
田
は
千
刈
り

お
ん
田
の
神
の
早
苗
振
り

う
ま
酒
に
あ
か
の
餅
た
ん
と
め
せ
早
乙
女
た
ち

じ
ょ
ふ
も
よ
れ
あ
か
も
よ
れ

引
き
つ
れ
皆
人
な
よ
れ

ご
正
田
に
田
つ
く
る
民
の
宝
は
子
宝

稲
荷
山
の
杉
む
ら
む
ら
栄
え
も
こ
高
き

か
か
し
に
も
驚
か
ず
鳴
子
に
も
さ
わ
が
ず

秋
の
田
の
刈
り
田
に
や
も
め
鳥
が
穂
拾
う

　

伊
佐
須
美
神
社
に
も
御
田
植
歌
が
あ
る
が
、
割
愛
す
る
。
御
田
植
祭
に
は
、
広
い
地
域

か
ら
多
く
の
農
民
が
参
拝
し
、「
虫
札
」
と
呼
ば
れ
る
御
札
を
受
け
て
帰
り
、
田
の
水
口

に
竹
に
は
さ
み
立
て
、
害
虫
除
け
を
祈
り
、
豊
作
を
祈
願
す
る
風
習
は
今
日
も
行
わ
れ
て

い
る
。

小
正
月
の
早
乙
女
踊
り　
　

慶
徳
・
高
田
・
坂
下
な
ど
の
御
田
植
え
祭
に
は
、
早
乙
女
た

ち
が
華
や
か
に
踊
る
田
植
え
踊
り
が
、
テ
レ
ビ
や
新
聞
等
に
報
じ
ら
れ
る
。
伊
佐
須
美
神

社
の
御
田
植
え
踊
り
は
、
会
津
美
里
町
佐
布
川
の
青
年
た
ち
が
、
早
乙
女
姿
に
女
装
し
て

踊
る
。
青
年
た
ち
が
女
装
し
て
踊
る
田
植
え
踊
り
は
、
現
在
南
会
津
郡
只
見
町
小
林
・
梁

取
や
南
会
津
町
鴻
巣
、
大
沼
郡
昭
和
村
両
原
な
ど
で
小
正
月
の
晩
に
踊
り
、
豊
作
を
祈
る

習
俗
が
み
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
若
者
た
ち
が
、
小
正
月
の
晩
に
女
装
し
て
各
家
を
回
り
、

豊
作
を
祈
る
行
事
は
、
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
や
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
の
風
俗
帳

に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
貞
享
二
年
の
『
中
荒
井
組
風
俗
帳
』
に
は
、「
田
植
と
云
て
正

二
月
若
き
男
、
五
月
女
の
形
に
衣
装
し
て
田
歌
を
謡
ひ
、
米
銭
を
貰
ふ
」
と
、
会
津
若
松

市
北
会
津
町
付
近
の
様
子
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

小
正
月
の
予
祝
行
事　
　

ま
た
小
正
月
の
十
四
、
十
五
日
に
一
年
間
の
豊
作
を
祈
っ
て
模

擬
的
に
、
田
植
え
を
は
じ
め
「
団
子
刺
し
」・「
鳥
追
い
」・「
カ
セ
鳥
」・「
長
虫
除
け
」・「
道

具
の
年
取
り
」
な
ど
、
様
々
な
行
事
が
行
わ
れ
て
き
た
。
大
沼
郡
三
島
町
で
は
小
正
月
の

行
事
は
じ
め
、
多
く
の
年
中
行
事
が
保
存
・
保
護
さ
れ
て
き
て
お
り
、
サ
イ
の
神
の
行
事

は
国
指
定
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
そ
の
多
く
は
小
正
月
に
集
中

し
て
行
わ
れ
、
会
津
地
方
の
豊
作
を
祈
る
農
民
の
姿
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

三　

会
津
地
方
の
農
業
と
年
中
行
事

サ
ツ
キ
（
庭
田
植
）　　

小
正
月
は
、
一
年
の
最
初
の
満
月
に
あ
た
る
正
月
十
五
日
で
あ

る
。
こ
の
日
に
一
年
の
豊
作
を
祈
る
行
事
が
集
中
す
る
。
こ
の
よ
う
に
豊
作
に
な
っ
て
欲

し
い
と
、
予
め
祝
う
行
事
、
す
な
わ
ち
「
予
祝
行
事
」
と
民
俗
学
で
は
呼
ん
で
い
る
。
稲
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作
の
最
初
の
主
な
る
作
業
が
田
植
え
で
、
サ
ツ
キ
（
五
月
）
と
呼
び
雪
の
上
に
田
畑
を
見

た
て
、
そ
こ
に
藁
束
を
早
苗
と
し
て
、
ま
た
豆
が
ら
束
を
畑
作
物
と
し
て
模
擬
的
に
田
植

え
を
す
る
。「
庭
田
植
え
」
と
民
俗
学
で
は
呼
ん
で
い
る
。『
会
津
歌
農
書
』
下
之
末
の
「
耕

作
祭
」
に
記
載
さ
れ
た
、「
正
月
中
の
五
日
に
耕
し
の
真
似
し
て
を
く
ハ
春
祭
り
な
り
」
の

一
句
は
、
サ
ツ
キ
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
喜
多
方
市
熱
塩
加
納
町
や
耶
麻
郡
西
会
津
町

な
ど
で
は
、
現
在
も
行
う
家
が
あ
る
。
こ
の
時
、
藁
で
南か
ぼ

瓜ち
ゃ

や
夕ゆ

う

顔が
お

の
形
に
作
り
、
傍
の

木
の
枝
に
掛
け
、
雪
上
に
田
植
え
の
仕
草
を
行
う
。
こ
う
し
た
習
俗
は
、
文
化
四
年
の
『
熊

倉
組
風
俗
帳
』
に
も
あ
り
、
喜
多
方
市
熊
倉
付
近
の
サ
ツ
キ
の
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き

る）
（1
（

。

　
（
正
月
十
五
日
）
此
日
は
稲
を
真
似
て
わ
ら
を
植
、
大
豆
木
を
植
、
茄
子
、
夕
顔
の
形
に

藁
に
て
拵
へ
さ
け
申
候
、
此
等
は
作
物
の
宜
く
出
来
る
様
に
と
の
祝
ひ
に
も
御
座
候
か
、

団
子
刺
し　
　
『
会
津
農
書
』
の
著
者
佐
瀬
与
次
右
衛
門
が
肝
煎
を
勤
め
る
幕
内
近
く
の

中
荒
井
付
近
の
風
俗
帳
、
貞
享
二
年
の
『
中
荒
井
組
風
俗
帳
』
の
小
正
月
の
記
載
か
ら
、

農
業
に
関
す
る
行
事
を
見
て
み
た
い
。

一
、
十
四
日
も
の
の
年
越
と
云
て
祝
ふ
、
木
の
枝
を
伐
、
若
木
と
名
付
け
、
団
子
を
指

す
、
作
に
実
入
候
呪
と
て
、
臼
杵
を
作
、
交
て
木
の
枝
に
指
し
、
家
家
へ
飾
ル
、
女
の

年
越
と
云
、
其
夜
女
の
営
を
隠
す
、
農
作
始
と
て
夕
に
糧
を
不
入
食
す
、
若
木
む
か
い

候
に
七
五
三
の
ま
な
び
を
し
て
紙
に
昆
布
抔
を
包
、
七
五
三
に
結
付
、
木
の
う
ら
へ
さ

け
て
山
神
を
祭
る
。
年
中
木
伐
始
を
祝

一
、
十
五
日
、
夜
の
内
よ
り
子
共（
供
）集

り
雀
を
追
ふ
、
是
ハ
作
ヘ
鳥
不
付
様
と
て
追
ふ
、

子
共
村
中
追
廻
り
、
此
朝
小
豆
粥
に
餅
を
入
て
食
す
、
是
を
望
の
粥
と
云
、
同
朝
子
共

そ
う
と
め
は
な
ど
り
と
云
て
、
家
毎
を
歩
、
団
子
を
貰
、
是
は
幼
少
成
者
達
者
に
成
長

す
と
云
伝
ふ

一
同
夜
か
せ
ど
り
と
云
て
、
男
簔
笠
を
着
、
農
具
を
紙
に
書
、
銭
さ
し
を
添
ひ
、
藁
駄

に
入
、
余
力
有
る
者
の
家
へ
持
行
、
声
を
不
出
、
其
家
の
戸
を
叩
く
、
其
時
内
よ
り
出

て
持
来
ル
物
を
取
、
水
を
掛
、
是
ハ
其
年
田
の
水
不
旱
と
云
、
其
藁
駄
へ
米
銭
を
入
取

す
、
是
ハ
農
業
乃
時
か
せ
と
り
を
す
れ
バ
不
煩
と
云
、
又
田
畑
作
物
を
ま
な
ひ
、
殻
を

雪
の
上
に
立
、
諸
作
物
始
と
祝
ふ
、
樹
木
実
候
た
め
成
木
に
か
な
も
の
を
あ
て
な
る
か
、

不
成
か
と
云
て
呪
フ
、
諸
道
具
の
年
取
と
も
云
伝
ふ

一
同
夜
、
風
吹
す
女
木
、
男
木
首
尾
し
て
諸
木
実
多
な
る
と
云
伝
ふ

一
十
六
日
夜
の
内
よ
り
鷹
家
の
上
へ
不
付
様
に
子
供
追
ふ
、
是
ハ
葺
地
鷹
拔
候
得
ハ
、

凶
事
有
と
申
伝
、
此
日
を
大
斎
日
と
云
、
精
進
し
て
佛
を
拝
す
此
日
遊

一
廿
日
之
朝
、
十
五
日
之
飾
団
子
を
取
食
す
、
作
の
取
仕
舞
と
云
、
廿
日
に
灸
を
す
、

是
を
廿
日
正
月
と
云
遊

　

こ
こ
に
は
、
近
年
ま
で
会
津
地
方
で
行
わ
れ
て
き
た
年
中
行
事
が
、
多
く
記
載
さ
れ
て

い
る
。
団
子
刺
し
は
、
現
在
で
も
幼
稚
園
な
ど
の
行
事
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
、
色
と
り
ど

り
の
団
子
を
ミ
ズ
キ
の
枝
に
刺
す
光
景
が
、
よ
く
テ
レ
ビ
等
で
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
団
子

を
刺
す
こ
と
が
田
植
え
に
あ
た
り
、
翌
日
俵
や
小
判
、
鯛
や
恵
比
寿
・
大
黒
な
ど
の
彩
色

さ
れ
た
煎
餅
を
枝
に
付
け
る
の
は
、
稲
の
花
が
咲
い
た
と
言
っ
て
祝
う
。
ま
た
、
二
十
日

の
朝
に
は
団
子
の
飾
り
を
下
げ
る
。
こ
れ
を
収
穫
と
か
、
稲
刈
り
な
ど
に
た
と
え
て
い
る
。

道
具
の
年
取　
　

こ
の
日
に
は
、「
道
具
の
年
取
」
と
も
呼
び
、
農
作
業
や
山
仕
事
の
諸
道

具
を
取
り
揃
え
、
団
子
を
刺
し
た
木
の
も
と
に
飾
る
習
俗
が
あ
る
。
三
島
町
大
登
地
区
で

は
、
現
在
も
行
っ
て
い
る
家
が
あ
る
。『
中
荒
井
組
風
俗
帳
』
に
も
あ
る
よ
う
に
、
鉈
や
鎌
、

鍬
な
ど
の
道
具
の
形
を
団
子
で
作
り
、
木
の
枝
に
突
き
刺
し
飾
る
地
方
も
あ
る
。
こ
れ
は

一
年
間
に
使
用
す
る
道
具
の
準
備
、
点
検
す
る
と
い
っ
た
心
構
え
が
、
儀
礼
化
し
た
も
の

で
あ
り
、
正
月
十
一
日
は
「
農
の
は
じ
め
」
と
呼
ぶ
地
方
が
多
い
。
貞
享
二
年
の
『
中
荒

井
組
風
俗
帳
』
に
は
、「
一
元
朝
よ
り
十
日
迄
男
女
遊
、
十
一
日
よ
り
農
具
仕
始
と
云
、
馬

の
沓
蓑
荷
縄
を
拵
始
」
と
あ
る
。『
会
津
歌
農
書
』
下
之
末
の
「
農
具
調と
ゝ
の
へ
は
じ
め

始
」
に
は
、
当

時
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
詠
ん
で
い
る
。

　

正
月
の
中
の
一
日
を
元
よ
り
も

　
　
　
　
　
　

農
具
調
へ
は
じ
め
と
ぞ
い
ふ

　

も
ろ
も
ろ
の
農
具
の
内
に
ま
つ
耙は

結ゆ
ふ

　
　
　
　
　
　

縄
を
と
ゝ
の
へ
は
じ
め
来
れ
る

　

取
付
に
先
は（
耙
）ゆ
ふ
縄
と
ゝ
の
へ
て

　
　
　
　
　
　

次
は
こ
ゝ
ろ
に
任
せ
た
か
よ
し

　

正
月
の
内
に
わ
ら
蓑み
の

つ
く
り
て
ハ

　
　
　
　
　
　

農の
う

病や
ミ

す
る
と
と
な
へ
こ
そ
す
れ

鳥
追
い　
　

貞
享
二
年
の
『
中
荒
井
組
風
俗
帳
』
に
記
載
さ
れ
た
「
雀
を
追
ふ
」
行
事
は
、

「
鳥
追
い
」
と
呼
ば
れ
、
現
在
も
三
島
町
桧
原
な
ど
で
、
小
正
月
十
五
日
の
夜
に
子
供
た
ち

に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
雀
な
ど
の
鳥
の
絵
を
描
い
た
小
旗
を
持
っ
て
、
鳥
追
い
歌
を

歌
っ
て
村
中
を
回
り
歩
く
。
喜
多
方
地
方
の
農
耕
の
様
子
を
著
述
し
た
中
野
義
都
の
宝
暦

十
三
年
（
一
七
六
三
）
著
述
『
北
郷
鄙
土
産
憐
民
政
要
』
に
は
、
鳥
追
い
の
様
子
と
そ
の

絵
ま
で
描
か
れ
て
い
る）

（1
（

。

　

扨
此
の
朝
（
正
月
十
五
日
）
雀
を
追
ふ
と
い
う
事
有
、
是
ハ
夜
い
ま
だ
明
ざ
る
に
、
小

児
の
男
女
群
集
し
て
咒
し
て
曰
、
糯
の
鳥
も
ほ
う
は
、
わ
せ
の
鳥
も
ほ
う
は
、
あ
り
や
り

や
ほ
う
は
、
雀
が
あ
た
ま
を
八
ツ
に
割
き
小こ
た
わ
ら俵

に
入
て
、
佐
渡
が
鳥
へ
ほ
う
は
、
と
手
を

う
っ
て
追
ふ
事
数
百
返
に
し
て
夜
明
け
て
後
や
む
、
如
何
す
る
時
ハ
五
穀
に
雀
害
を
な
さ

ず
と
云
ま
じ
な
い
な
り
、

サ
イ
の
神　
　

こ
れ
ら
の
行
事
は
、
各
家
で
行
わ
れ
る
も
の
で
、
そ
の
他
多
く
の
行
事
が



- 118 -

佐々木長生

行
わ
れ
て
き
た
。
村
共
同
で
行
わ
れ
る
小
正
月
の
最
大
の
行
事
は
、
サ
イ
の
神
で
あ
る
。

現
在
も
三
島
町
を
は
じ
め
各
地
で
行
わ
れ
て
い
る
。
現
在
は
、
冬
の
雪
ま
つ
り
の
メ
イ
ン

イ
ベ
ン
ト
に
も
な
っ
て
い
る
。
小
正
月
の
松
飾
り
や
、
だ
る
ま
や
風
車
・
起
き
上
り
小
法

師
な
ど
、
一
年
間
神
棚
に
飾
っ
た
縁
起
物
や
古
い
御
札
な
ど
、
サ
イ
の
神
の
聖
い
火
で
焼

く
行
事
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
聖
い
火
で
お
供
え
餅
を
焼
い
て
食
べ
る
と
、
一
年
間
無
病

息
災
で
暮
せ
る
と
い
う
。
三
島
町
で
は
こ
の
時
の
す
す
を
顔
に
塗
る
と
、
無
病
息
災
に
な

る
と
も
伝
え
て
い
る
。
三
島
町
滝
谷
な
ど
で
は
、
厄
年
の
年
の
人
を
腕
組
み
し
て
、
サ
イ

の
神
の
ま
わ
り
を
三
回
巡
っ
た
後
、「
胴
上
げ
」
と
い
っ
て
雪
上
に
落
す
習
俗
が
、
現
在

も
行
わ
れ
て
い
る
。
厄
落
し
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

　

三
島
町
名
入
の
サ
イ
の
神
に
は
、
男
根
と
女
陰
を
藁
で
形
作
っ
た
も
の
を
供
え
、
一
緒

に
焼
く
行
事
が
現
在
も
行
わ
れ
て
い
る
。
新
潟
県
内
で
は
、
男
女
一
対
の
藁
人
形
を
サ
イ

の
神
に
焼
く
地
方
が
各
地
で
見
ら
れ
る
。
会
津
地
方
で
も
、
磐
梯
町
な
ど
で
か
つ
て
、
男

女
一
対
の
藁
人
形
を
サ
イ
の
神
に
焼
い
た
と
い
う）

（1
（

。

サ
イ
の
神
と
道
祖
神
（
藁
人
形
）　　

サ
イ
の
神
に
人
形
を
焼
く
行
事
に
つ
い
て
は
、
貞

享
二
年
の
『
中
荒
井
組
風
俗
帳
』
に
そ
の
根
跡
を
残
す
記
述
が
あ
る
。「（
正
月
）
五
日
よ

り
十
日
頃
迄
、
道
辻
へ
子
供
集
り
往
来
之
者
方
よ
り
紙
を
貰
、
同
十
五
日
左
義
長
焼
候

時
、
人
形
を
作
幣
を
は
ぐ
に
此
紙
を
仕
、
今
ハ
相
止
」
と
あ
り
、
当
時
は
こ
の
行
事
が
行

わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
。
い
つ
か
ら
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
の
か
、
貞
享
二
年
の
現
在
の
会

津
若
松
市
新
町
の
風
俗
帳
『
新
町
諸
品
之
覚
書
』
に
よ
る
と
、「
一
道
祖
神
祭
之
儀
、
延

宝
三
卯
ノ
正
月
よ
り
御
停
止
ニ
被
二
仰
付
一
候
事
」
と
あ
る
。「
道
祖
神
祭
」
は
、
道
祖

神
す
な
わ
ち
性
器
を
象
っ
た
呪
物
と
み
ら
れ
る
。
当
時
の
藩
主
保
科
正
之
は
神
道
を
重
ん

じ
、
道
祖
神
な
ど
淫
な
呪
物
の
撤
去
や
、
そ
れ
を
用
い
た
行
事
を
禁
止
し
た
も
の
と
み
ら

れ
る
。
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
の
こ
と
で
あ
る
。
南
会
津
町
古
町
付
近
の
貞
享
二
年
の

『
会
津
郡
郷
村
之
品
々
書
上
ヶ
申
帳　

伊
南
古
町
組
』（
以
下
『
古
町
組
風
俗
帳
』
と
略
す
）

に
も
、
サ
イ
の
神
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。「
一
同
（
正
月
）
十
五
日
未
明

に
松
注
連
縄
共
ニ
取
、
明
キ
の
方
へ
納
申
候
、
礼
之
次
第
ハ
元
朝
の
こ
と
く
相
互
ニ
勤
申

候
、
古
へ
ハ
松
注
連
縄
を
取
集
一
村
一
所
ニ
仕
居
村
遠
き
所
ニ
而
さ
い
の
か
ミ
と
申
、
同

日
晩
ニ
子
供
は
や
レ
焼
申
候
、
御
法
度
ニ
被
仰
付
十
二
、
三
ヶ
年
以
来
は
焼
キ
不
申
候
」

　
『
会
津
農
書
』
が
著
述
さ
れ
た
当
時
、
会
津
地
方
で
は
サ
イ
の
神
が
禁
止
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
、
史
料
か
ら
う
か
が
え
る
。
そ
れ
で
は
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
サ
イ
の
神
が
解
禁
に
な

っ
た
か
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
史
料
は
不
明
で
あ
る
。
宝
暦
十
三
年
の
『
北
郷
鄙
土
産
憐
民

政
要
』
に
は
、「
夜
に
入
て
ハ
左
義
長
と
し
て
や
く
俗
に
是
を
さ
い
の
カ
ミ
と
い
ふ
此
火

を
以
て
餅
を
や
き
、
い
ま
だ
嫁
せ
ざ
る
女
に
塗
り
ぬ
れ
ば
結
婚
の
近
し
と
云
、
ま
た
ハ
農

の
と
き
是
を
く
ら
へ
ば
無
病
な
り
と
て
く
ら
へ
ぬ
、」
と
あ
り
、
一
七
六
三
年
に
は
喜
多

方
地
方
で
サ
イ
の
神
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

サ
イ
の
神
は
、
歳
神
が
サ
イ
の
神
を
焼
い
た
煙
に
乗
っ
て
帰
ら
れ
る
と
伝
承
さ
れ
て
い

る
。そ
の
燃
え
方
に
よ
っ
て
、勢
い
よ
く
燃
え
た
年
は
豊
作
で
、な
か
な
か
燃
え
な
い
と
不

作
に
な
る
な
ど
と
も
言
わ
れ
る
。
三
島
町
で
は
、
サ
イ
の
神
を
焼
い
て
い
る
と
き
、
燃
え

残
り
の
藁
が
天
に
舞
い
上
り
、
燃
え
残
り
の
藁
が
雪
の
上
に
多
く
突
き
刺
る
と
、
田
植
え

し
た
よ
う
に
も
見
え
る
た
め
か
、豊
作
の
き
ざ
し
と
喜
ぶ
風
習
が
あ
る
。サ
イ
の
神
は
、家

内
の
無
事
息
災
と
あ
わ
せ
て
、
豊
作
を
祈
る
小
正
月
の
大
切
な
行
事
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

サ
ナ
ブ
リ
・
田
の
神
祭
り　
　

田
植
え
は
、
農
家
に
と
っ
て
最
も
忙
し
い
作
業
で
あ
っ
た
。

限
ら
れ
た
日
数
で
、
限
ら
れ
た
用
水
を
多
く
の
人
が
利
用
し
、
代
掻
き
を
は
じ
め
多
く
の

下
ご
し
ら
え
の
作
業
が
必
要
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
田
植
え
は
単
な
る
農
作
業
と
い
う
よ
り
、

も
う
一
つ
は
田
の
神
を
ま
つ
る
行
事
と
い
っ
た
観
念
も
強
い
。
田
の
神
は
、「
皐さ

の
神
」
と

も
呼
ば
れ
、
田
植
え
作
業
を
見
守
っ
て
く
れ
た
後
、
田
の
神
は
帰
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
皐さ

（
の
神
）
上
り
」
で
、
サ
ナ
ブ
リ
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。『
会
津
歌
農
書
』
下
之
末
「
田
家

遊
日
」
に
は
、
村
全
体
の
田
の
神
ま
つ
り
の
「
大
さ
な
ぶ
り
」
と
、
家
ご
と
の
田
の
神
ま

つ
り
「
小
さ
な
ぶ
り
」
に
つ
い
て
、
記
載
し
て
い
る
。

　

を
の
が
田
を
植
て
究
し
明
る
日
に
、

　
　
　
　
　
　
　

遊
ぶ
は
小
さ
な
ぶ
り
と
い
ふ
也

　

一
村
の
大
さ
な
ぶ
り
の
祝
ひ
こ
そ

　
　
　
　
　
　
　

田
子
の
た
の
し
む
遊
日
の
元

　

張
る
弓
を
ゆ
る
べ（
め
）て

つ
と
む
蜡さ

の
祭
り

　
　
　
　
　
　
　

倭や
ま
とも

同
じ
遊
ぶ
神
事

　

耕
し
の
つ
か
れ
も
け
ふ
ハ
あ（
足
）し

の
べ
て

　
　
　
　
　
　
　

こ
ゝ
ろ
の
ま
ま
に
遊
ぶ
楽
し
さ

　

田ま
す

夫ら
を

か
し（

仕
業
）

わ
ざ
の
疲
れ
折
ふ
し
に

　
　
　
　
　
　
　

休
め
ぬ
る
日
を
遊
日
と
い
ふ

　
『
会
津
農
書
』
著
述
当
時
の
サ
ナ
ブ
リ
に
つ
い
て
、
現
在
の
会
津
美
里
町
高
田
付
近
の

風
俗
帳
、
貞
享
二
年
の
『
地
下
萬
定
書
上
帳　

大
沼
郡
高
田
組
』（
以
下
、『
高
田
組
風
俗

帳
』
と
略
す
）
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。「
一
早
苗
破
と
ハ
田
植
仕
廻
五

月
下
旬
一
村
申
合
日
を
定
酒
飯
二
而
召
仕
者
に
祝
、
遊
ひ
日
と
し
其
朝
よ
り
面
々
家
主
召
仕

の
者
と
も
に
朝
草
壱
駄
苑
九
月
中
迄
す
、
又
朝
草
不
刈
者
は
く
さ
か
り
と
も
帰
り
迄
家
業

を
す
る
、
田
草
取
此（
頃
）は

朝
草
は
歩
行
に
て
か
る
物
有
」

　

サ
ナ
ブ
リ
に
は
、
サ
ナ
ブ
リ
餅
と
い
っ
て
餅
を
搗
い
て
田
の
神
に
供
え
る
風
習
が
、
近

年
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
。
三
島
町
川
井
で
は
、
鍬
や
鎌
な
ど
の
農
具
を
よ
く
洗
い
座
敷
に

あ
げ
、
そ
こ
に
サ
ナ
ブ
リ
餅
を
供
え
て
田
の
神
を
ま
つ
る
行
事
が
現
在
も
行
わ
れ
て
い
る
。

虫
送
り　
　

三
島
町
大
石
田
で
は
、
毎
年
七
月
二
十
日
ご
ろ
に
、
子
供
た
ち
に
よ
っ
て
虫

送
り
の
行
事
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ダ
ン
バ
ラ
草
と
い
う
草
で
家
形
に
虫
籠
を
造
り
、
そ
の
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中
に
害
虫
を
入
れ
、
こ
れ
を
子
供
た
ち
が
村
中
を
担
ぎ
廻
る
。
虫
籠
に
は
、「
タ
バ
コ
虫
送

る
」
等
と
書
か
れ
た
旗
を
立
て
る
。
会
津
美
里
町
高
田
や
高
橋
で
は
、
十
字
形
に
麦
藁
で

人
形
を
作
り
、「
悪
虫
送
り
」
等
と
書
か
れ
た
旗
を
付
け
て
村
境
に
送
る
行
事
が
あ
る
。
虫

送
り
の
行
事
は
、
西
会
津
町
奥
川
や
南
会
津
郡
下
郷
町
白
岩
な
ど
で
も
近
年
ま
で
行
わ
れ

て
き
た
。
虫
送
り
の
「
虫
」
は
、
稲
や
畑
作
物
に
付
く
害
虫
の
み
な
ら
ず
、
人
間
に
取
り

付
く
魔
や
病
・
災
害
な
ど
も
含
む
と
い
う
観
念
も
あ
る
。
貞
享
二
年
の
『
中
荒
井
組
風
俗

帳
』
に
は
、
当
時
作
物
に
付
く
虫
の
名
称
と
、
そ
の
駆
除
方
法
お
よ
び
虫
送
り
に
つ
い
て

記
載
し
て
い
る
。
虫
の
種
類
は
、『
会
津
農
書
附
録
』
二
の
記
載
と
一
致
し
て
い
る
。
又
、

『
会
津
歌
農
書
』
下
之
本
の
「
作
食
虫
禽
獣
」
に
は
、
当
時
の
害
虫
の
絵
が
あ
り
、
貴
重

な
資
料
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
害
虫
の
大
発
生
も
、
怨
霊
や
禍
の
祟
と
い
う
観
念
も
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。

一
田
作
虫
付
年
有
、
ほ
う
て
う
虫
、
な
か
こ
虫
、
か
ら
け
虫
と
い
う
三
色
有
、
な
か
こ

虫
ハ
稲
の
中
に
て
さ
し
枯
す
、
ほ
う
て
う
虫
葉
を
喰
、
か
ら
け
虫
稲
の
葉
一
面
に
か
ら

け
寄
す
る
ほ
う
て
う
虫
、
朝
毎
ざ
る
、
は
け
こ
等
に
て
、
稲
の
葉
を
撫
て
す
く
い
取
、

又
田
に
水
を
湛
て
箒
に
て
は
き
落
し
、
水
大
き
に
か
け
、
流
捨
か
ら
け
虫
朝
毎
稲
葉
か

ら
け
置
候
を
拾
い
、
取
拾
え
、
然
共
虫
多
年
ハ
不
用

一
畑
作
に
蟻
喰
と
ね
き
り
虫
二
色
有
、
あ
り
く
い
虫
ハ
諸
作
業
の
裡
に
付
、
か
ら
け
萎

悪
し
、
根
切
虫
ハ
諸
作
の
本
を
喰
切

一
虫
送
は
諸
作
に
虫
付
た
る
年
、
麻
殻
杉
の
葉
を
以
て
社
垣
を
造
、
当
村
に
沙
門
あ
れ

は
、
雇
祈
禱
い
た
さ
せ
社
垣
と
小
旗
を
鎮
守
の
殿
前
へ
持
寄
、
其
よ
り
村
境
迄
持
行
捨

る
家
業
を
止
遊

　

現
在
の
喜
多
方
市
塩
川
町
付
近
の
文
化
四
年
の
風
俗
帳
『
塩
川
組
風
俗
帳
』
に
は
、
虫

送
り
の
唱
え
文
句
や
、
小
旗
の
作
り
方
等
が
記
載
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。

　

虫
送　

年
々
ニ
番
取
ニ
懸
る
頃
、
田
作
の
虫
を
送
類る

と
て
、
紙
ニ
、
三
枚
つ
ぎ
の
小

ば
た
を
竿
先
へ
結
つ
け
て
持
、
其
村
の
境
よ
り
他
村
の
境
ま
で
送
り
、
小
ば
た
は
川
へ

流
し
、
其
節
申
事
に
、
何
む
し
送
ル
ヤ
イ
、
稲
の
む
し
送
る
ヤ
イ
、
尤
鐘
太
鼓
螺
貝
杯

も
用
ゆ

　

喜
多
方
市
岩
月
町
宮
中
の
八
幡
神
社
に
、
一
年
の
稲
作
の
作
業
風
景
を
描
い
た
絵
馬
が

奉
納
さ
れ
て
い
る
。
制
作
者
は
佐
藤
尺
準
で
、
二
代
永
沢
を
襲
名
す
る
天
保
八
年
（
一
八

三
七
）
以
前
に
制
作
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
絵
馬
に
、
旗
を
立
て
虫
送
り
を
行
っ
て

い
る
光
景
が
描
か
れ
て
い
る）

11
（

。

風
祭
り　
　

二
百
十
日
を
迎
え
る
季
節
は
、
現
在
で
言
う
台
風
が
襲
来
す
る
時
期
、
稲
を

は
じ
め
農
作
物
に
大
き
な
被
害
を
与
え
た
こ
と
は
、
古
今
変
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。『
会
津

農
書
附
録
』
二
の
記
載
は
、
そ
う
し
た
状
況
を
物
語
っ
て
い
る
。
喜
多
方
市
熱
塩
加
納
町

三
ノ
倉
や
大
平
で
は
、
風
神
祭
と
い
っ
て
茅
で
祠
を
造
り
、
屋
根
に
は
茅
の
穂
先
を
立
て
、

風
神
の
依
代
と
し
た
り
、
風
神
の
祠
の
内
部
に
玉
石
を
依
代
と
し
て
入
れ
、
村
人
が
祠
前

で
飲
食
し
、
風
神
を
祀
る
祭
り
が
、
現
在
も
行
わ
れ
て
い
る）

1（
（

。
ま
た
喜
多
方
市
山
都
町
藤

巻
に
は
、
村
は
ず
れ
の
高
台
に
風
神
様
の
石
祠
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
猪
苗
代
町
新
在
家
で

は
、
村
の
出
入
口
と
な
る
村
は
ず
れ
の
二
ヶ
所
の
道
路
上
に
、
注
連
縄
を
張
り
、
村
へ
暴

風
雨
が
入
っ
て
こ
な
い
よ
う
に
祈
願
し
て
い
る
。
同
様
の
光
景
は
、
会
津
若
松
市
一
箕
町

長
原
で
も
行
わ
れ
て
い
た
。
貞
享
二
年
の
『
古
町
組
風
俗
帳
』
に
は
、
風
祭
り
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
記
載
し
て
い
る
。
長
雨
と
あ
わ
せ
て
、
雷
祭
り
に
つ
い
て
も
記
載
し
て
い
る
。

自
然
災
害
に
対
す
る
祈
り
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
、
雷
祭
り
、風
祭
り
と
申
事
御
座
候
、夏
ノ
内
長
雨
か
風
吹
申
時
男
女
遊
び
、い
か
づ

ち
祭
り
と
申
ニ
ハ
麦
ノ
こ
う
セ
ン
を
仕
、
家
之
廻
り
へ
ふ
り
申
候
、
風
祭
ニ
ハ
粢
を
仕

風
神
へ
供
シ
申
候
、
是
を
事
遊
び
と
申
、
惣
而
少
之
ほ
ま
ち
か
せ
ぎ
も
不
在
遊
び
申
候

大
根
の
年
取
と
む
じ
な
の
嫁
迎
え　
　

九
月
二
十
九
日
は
、「
刈
上
ヶ
の
餅
」
と
か
「
秋
餅
」

と
呼
び
、
田
の
神
に
餅
を
供
え
て
、
収
穫
感
謝
を
祝
う
。『
会
津
農
書
附
録
』
八
に
も
記
載

さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
十
月
十
日
は
、
畑
作
物
の
収
穫
感
謝
の
祭
り
が
行
わ
れ
る
。
会
津

地
方
で
は
、「
大
根
の
年
取
り
」
な
ど
と
呼
び
、
畑
に
入
る
こ
と
を
嫌
う
。
こ
の
日
、
大
根

の
割
れ
る
音
を
聞
く
と
、
そ
の
人
は
早
死
に
す
る
な
ど
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
貞
享
二
年

の
『
中
荒
井
組
風
俗
帳
』
に
は
、「
一
十
日
（
十
月
）
菜
の
年
越
、
菜
、
大
根
不
食
、
蕎
麦

練
を
食
す
、
此
日
虫
供
養
と
云
、
耕
作
に
付
色
々
虫
殺
た
る
供
養
と
云
」
と
あ
り
、
菜
す

な
わ
ち
蕪か
ぶ

や
大
根
を
食
べ
な
い
。
そ
し
て
、
新
蕎
麦
を
食
べ
る
と
い
う
。

　

十
月
十
日
は
、「
む
じ
な
の
嫁
む
か
え
」
な
ど
と
も
呼
ば
れ
る
。「
む
じ
な
」
は
「
六む

品じ
な

」

と
の
語
呂
合
せ
と
み
ら
れ
、
多
く
の
品
、
多
種
の
畑
作
物
を
指
し
て
い
る
と
も
み
ら
れ
る
。

貞
享
二
年
の
猪
苗
代
付
近
の
風
俗
帳
『
猪
苗
代
川
東
組
萬
風
俗
改
帳
』
に
は
、「
一
十
月

十
日
菜
ノ
年
越
、
狸む
じ
なノ
妻
む
か
い
と
申
菜
大
根
不
喰
、
蕎
麦
を
喰
祝
申
候
」
と
あ
る）

11
（

。
蕎

麦
は
、
カ
ノ
と
呼
ば
れ
る
焼
畑
栽
培
の
代
表
作
物
で
あ
り
、
畑
作
物
の
象
徴
と
し
て
作
神

（
畑
の
神
）
に
供
え
て
食
す
る
と
い
う
観
念
が
背
景
に
あ
る
と
み
ら
れ
る
。

虫
供
養　
　

十
月
十
日
の
行
事
で
注
目
す
べ
き
も
の
に
、「
虫
供
養
」
が
あ
る
。
こ
れ
は

一
年
中
の
耕
作
で
、
鍬
や
鎌
で
殺
し
た
虫
た
ち
を
供
養
す
る
と
い
う
。
貞
享
二
年
の
『
古

町
組
風
俗
帳
』
に
は
、「
虫
供
養
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
載
し
て
い
る
。「
十
月
十
日

に
虫
供
養
と
申
事
前
々
よ
り
御
座
候
、
年
中
農
具
ニ
当
り
こ
ろ
し
候
虫
共
を
供
養
仕
と
申

頭
を
仕
一
村
寄
合
念
仏
を
申
候
」
と
あ
る
。
猪
苗
代
町
伯
ヶ
倉
に
は
、「
虫
供
養
」
と
刻

ま
れ
た
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
の
石
塔
が
建
立
さ
れ
て
い
る
。
虫
供
養
の
行
事
は
、
現

在
三
島
町
早
戸
地
区
で
行
わ
れ
て
い
る
。
虫
供
養
は
、
全
国
的
に
見
て
も
珍
し
く
、
会
津

地
方
の
農
民
の
心
が
う
か
が
え
る
行
事
で
あ
る
。

地
神
様
・
作
神
祭
り　
　

十
月
十
日
は
、
作
神
に
収
穫
物
の
蕎
麦
な
ど
の
食
物
を
お
供
え

し
、
収
穫
を
感
謝
し
、
そ
し
て
天
に
お
送
り
す
る
。
南
会
津
郡
か
ら
大
沼
郡
の
山
間
部
（
旧
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御
蔵
入
領
）
で
は
、
こ
の
日
ジ
ジ
ン
サ
マ
（
地
神
様
）
が
天
に
上
ら
れ
る
の
で
、
蕎
麦
や

粟
な
ど
で
団
子
を
作
っ
て
お
供
え
す
る
と
い
う
。「
地
神
上
り
」
と
も
い
い
、
二
月
十
日

は
「
地
神
下
り
」
と
い
っ
て
、
作
神
が
下
り
て
く
る
日
で
、
こ
の
日
に
も
団
子
を
作
っ
て

お
供
え
す
る
。
南
会
津
町
伊
南
川
流
域
で
は
、
現
在
も
行
っ
て
い
る
集
落
が
あ
る
。
南
会

津
町
鴇
巣
に
は
、
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
の
地
神
様
の
石
塔
が
建
立
さ
れ
て
お
り
、
村

人
は
十
月
と
二
月
十
日
に
は
団
子
を
お
供
え
す
る
風
習
は
現
在
も
見
ら
れ
る
。

　

貞
享
二
年
の
『
古
町
組
風
俗
帳
』
に
は
、
当
時
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
記
載
し
て
い
る
。

「
二
月
十
日
地
神
様
祭
り
の
事
、
此
日
に
地
神
来
り
給
ふ
と
申
、
蕎
麦
団
子
を
拵
供
シ
申

迄
二
而
男
女
遊
び
も
不
仕
候
、
朝
末
明
ニ
か
ら
臼
を
つ
き
申
候
、
此
謂
し
れ
不
申
候
」
と

あ
る
。
現
在
の
三
島
町
大
谷
付
近
の
文
化
四
年
の
風
俗
帳
『
大
谷
組
地
志
方
風
俗
帳
』
に

は
、
二
月
十
六
日
に
行
う
所
も
あ
る
と
あ
り
、
秋
は
十
月
十
六
日
に
行
う
と
あ
る
。「（
二

月
）
十
日　

此
日
は
地
神
の
祭
と
て
粢
を
供
ひ
未
明
に
か
ら
臼
を
搗
、
此
き
ね
音
に
い
さ

な
わ
れ
て
、
天
よ
り
地
神
下
り
給
ふ
と
の
諺
な
り
、
又
十
六
日
如
此
す
る
所
も
在
レ
之
」。

「（
十
月
）
十
六
日　

耕
作
の
神
天
上
し
給
ふ
と
て
、
か
ら
臼
を
つ
く
此
事
十
日
に
す
る

所
も
有
レ
之
」。
こ
の
記
述
に
よ
る
と
、
三
島
町
大
谷
付
近
で
は
十
日
と
十
六
日
の
両
日

に
も
行
う
と
あ
る
。

　

西
会
津
町
奥
川
周
辺
で
は
、
ツ
ク
リ
ノ
カ
ミ
サ
マ
（
作
り
の
神
様
）
と
い
っ
て
、
一
六

箇
の
団
子
を
二
月
と
十
月
の
十
六
日
に
供
え
る
風
習
が
、
近
年
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
。
こ

の
儀
礼
は
、
新
潟
県
東
蒲
原
郡
阿
賀
町
（
旧
津
川
町
な
ど
）
に
入
る
と
、「
田
の
神
」
と

い
っ
て
同
様
の
行
事
が
行
わ
れ
る
。
津
川
付
近
で
も
、
田
の
神
が
天
下
り
し
た
り
、
天
上

す
る
と
い
う
伝
承
が
あ
る）

11
（

。
山
形
県
に
入
る
と
、
三
月
と
九
月
十
六
日
に
「
農
神
様
」
と

い
う
作
神
の
去
来
伝
承
が
あ
り
、
青
森
県
か
ら
岩
手
県
に
か
け
て
も
分
布
す
る
。
地
神
様

の
伝
承
は
、
栃
木
県
央
部
に
も
分
布
し
て
い
る
。
会
津
若
松
市
大
戸
町
桑
原
な
ど
で
は
、

昭
和
四
十
年
代
ま
で
、
地
神
様
に
団
子
を
供
え
る
習
俗
が
見
ら
れ
た
。「
地
神
様
は
作
神

だ
」
と
い
う
伝
承
が
、
現
在
も
南
会
津
町
に
存
在
し
て
い
る
。

ハ
ヤ
マ
祭
り　
　

磐
梯
山
南
麓
お
よ
び
猪
苗
代
湖
周
辺
、
会
津
平
坦
部
に
は
「
羽
山
」
と

か
「
麓
山
」
と
呼
ば
れ
る
秀
麗
な
山
が
点
々
と
見
ら
れ
る
。
山
頂
に
は
「
羽
山
神
社
」
と

か
「
麓
山
神
社
」
等
の
社
が
祀
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
の

『
新
編
会
津
風
土
記
』
に
も
多
く
見
る
こ
と
が
で
き
る）

11
（

。
岩
崎
敏
夫
氏
は
、『
本
邦
小
祠

の
研
究
』（
昭
和
三
十
九
年
刊
）
で
ハ
ヤ
マ
信
仰
の
研
究
を
体
系
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ハ

ヤ
マ
は
、「
奥
山
」
に
対
し
「
端
山
」
と
か
「
麓
山
」・「
羽
山
」・「
葉
山
」
の
意
味
で
あ

ろ
う
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る）

11
（

。
会
津
地
方
で
い
う
と
、
奥
山
の
磐
梯
山
に
対
し
、
周
辺

に
ハ
ヤ
マ
が
多
く
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ハ
ヤ
マ
信
仰
の
実
態
を
今
日
ま
で

よ
く
残
し
て
い
る
も
の
に
、
福
島
市
松
川
町
金
沢
の
羽
山
籠
り
（
黒
沼
神
社
）
や
、
相
馬

郡
飯
館
村
大
倉
の
麓
山
籠
り
な
ど
、
阿
武
隈
山
系
の
祭
り
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
猪
苗

代
湖
周
辺
で
は
、
郡
山
市
湖
南
町
横
沢
の
子
供
た
ち
に
よ
る
麗
山
籠
り
が
現
在
も
行
わ
れ

て
い
る
。
阿
武
隈
山
系
の
ハ
ヤ
マ
信
仰
の
特
色
は
、
ノ
リ
ワ
ラ
と
呼
ぶ
人
に
、
ハ
ヤ
マ
の

神
が
の
り
う
つ
っ
て
、
来
年
の
豊
作
・
村
の
吉
凶
を
占
う
こ
と
が
特
色
で
、
そ
の
結
果
は

「
託
宣
帳
」
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　

磐
梯
山
周
辺
の
ハ
ヤ
マ
籠
り
で
も
、
ノ
リ
ワ
ラ
と
呼
ば
れ
る
、
ハ
ヤ
マ
の
神
が
の
り
移

る
人
が
何
人
も
い
た
と
い
う
。
磐
梯
山
麓
で
は
、
猪
苗
代
町
関
脇
の
羽
山
籠
り
が
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。
猪
苗
代
町
の
猪
苗
代
湖
沿
岸
の
各
村
で
は
、
秋
の
九
月
十
日
ご
ろ
に
「
行

屋
」
と
呼
ば
れ
る
籠
り
堂
に
入
り
、
水
垢ご

離り

を
と
っ
て
身
を
清
め
て
祭
り
を
行
っ
た
と
い

う
。
祭
り
は
「
火ひ
つ
る
ぎ剣
」
と
い
っ
て
身
体
を
清
め
て
火
の
上
を
素
足
で
渡
る
。
そ
の
時
に
は
、

参
列
者
一
同
が
「
は
や
ま
、
は
や
ま
、
月
山
は
や
ま
」
な
ど
と
、
唱
和
す
る
。
そ
う
す
る

と
、
ノ
リ
ワ
ラ
に
「
は
や
ま
さ
ま
」
が
の
り
う
つ
る
。（
神
憑
き
）
と
い
う）

11
（

。
か
つ
て
は
、

会
津
地
方
で
も
阿
武
隈
山
系
の
ハ
ヤ
マ
籠
り
の
よ
う
に
、
農
作
物
の
豊
凶
を
神
に
占
っ
た

と
み
ら
れ
る
。

　

会
津
若
松
市
湊
町
に
は
、
鵜
ノ
浦
や
東
田
面
な
ど
に
も
麓
山
が
あ
り
、
こ
う
し
た
祭
り

が
行
わ
れ
て
き
た
。
湊
町
堰
場
の
九
月
二
日
の
山
の
神
の
祭
り
も
、
火
剣
を
行
っ
た
の
ち
、

社
殿
内
で
幣
束
を
持
ち
、「
ソ
ー
ワ
ッ
カ
、
ソ
ー
ワ
ッ
カ
」
と
参
列
者
が
唱
和
し
て
い
る
と
、

山
の
神
が
の
り
う
つ
っ
た
人
が
で
た
と
い
う
。
ハ
ヤ
マ
の
神
は
、
祖
霊
で
あ
る
と
同
時
に
、

稲
作
を
見
守
る
作
神
で
あ
る
と
す
る
岩
崎
敏
夫
氏
の
説
は
、
会
津
地
方
に
お
い
て
も
垣
間

見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
猪
苗
代
湖
周
辺
の
麓
山
籠
り
は
、『
会
津
農
書
』
著
述
当
時
、

貞
享
二
年
の
『
猪
苗
代
湖
川
東
組
萬
風
俗
改
帳
』
に
よ
っ
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
同
（
九
月
）
十
二
日
よ
り
十
八
日
迄
羽
山
こ
も
り
と
申
、
七
日
別
火
二
而
村
之
内
古

よ
り
仕
来
申
者
、
或
ハ
拾
人
或
ハ
拾
四
五
人
寄
合
、
昼
は
か
せ
ぎ
夜
火
祭
と
申
、
羽
山

権
現
請
下
焼
火
自
由
ニ
仕
、
其
上
品
々
之
御
詫（
託
）拝

申
候
此
祭
り
新
町
、
下
館
村
、
白
津

村
、
東
舘
村
、
曲
渕
村
、
新
屋
敷
村
、
都
沢
村
、
関
脇
村
、
壷
下
村
、
山
潟
村
、
金
曲

村
、
夷
田
村
、
小
平
潟
村
、
松
橋
村
都
テ
十
四
ヶ
村
、
此
外
ハ
古
来
よ
り
不
仕
候

　

特
に
関
脇
村
の
羽
山
ご
も
り
が
、
盛
大
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、『
新
編
会
津
風
土

記
』
の
関
脇
村
麓
山
神
社
の
記
載
か
ら
、
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

毎
年
九
月
十
五
日
サ
ル
ヘ
キ
民
家
を
掃
ヒ
清
メ
、
注
連
縄
を
引
テ
大
幣
ニ
本
ヲ
安
シ
、

村
民
ノ
祭
ニ
与
カ
ル
者
宿
斉
シ
テ
此
ニ
会
集
シ
、
大
ナ
ル
炉
ニ
薪
ヲ
タ
キ
、
月ツ
キ

山ヤ
マ

麓ハ

山ヤ
マ

羽ハ

黒グ
ロ

権ゴ
ン

現ゲ
ン

並ナ
ラ
ヒ
ニ
タ
ウ
カ
ノ

稲
荷
大ダ

イ

明ミ
ョ
ウ

神ジ
ン

ト
一
口
ニ
出
ル
如
ク
唱
フ
ル
コ
ト
数
十
反
、
神
コ
レ
ニ
憑

ル
者
一
人
域
ハ
ニ
三
人
、
互
ニ
起
テ
幣
ヲ
取
て
狂
躍
シ
炉
中
ニ
入
リ
火
上
ニ
座
ス
、
或

ハ
火
ヲ
攫
ミ
或
ハ
火
ヲ
踏
ミ
幣
ニ
テ
火
ヲ
探
レ
ト
モ
幣
帛
モ
ユ
ル
コ
ト
ナ
シ
、
少
間
ア

リ
テ
神
去
ハ
其
人
酔
ノ
醒
ル
カ
如
シ
、
九
月
十
五
日
ヨ
リ
二
十
七
日
マ
テ
毎
夜
カ
ク
ノ

如
シ
、
二
十
九
日
ノ
朝
麓
山
社
ニ
詣
テ
神
事
ニ
マ
ツ
ハ
ル
、
是
ヲ
火
ノ
祭
ト
云
、

　

猪
苗
代
町
三
城
潟
で
は
、
ハ
ヤ
マ
祭
り
の
季
節
に
な
る
と
、
三
人
一
組
と
な
っ
た
青
年
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た
ち
が
、
祢ね

次つ
ぎ

に
鎮
座
す
る
麓
山
神
社
の
お
札
を
各
戸
に
配
る
風
習
は
、
現
在
も
行
わ
れ

て
い
る
。
お
札
を
手
渡
す
と
き
、
青
年
た
ち
は
「
月
山
麓
山
羽
黒
権
現
並
稲
荷
大
明
神
」

と
唱
え
る
。
か
つ
て
は
、
三
城
潟
で
も
昭
和
初
め
ま
で
猪
苗
代
湖
水
で
垢
離
を
と
り
、
火

渡
り
を
行
っ
た
。
火
剣
斎
場
は
戸
外
で
、
薪
を
一
尺
七
寸
、
長
さ
三
尺
に
井
桁
に
積
み
、

四
方
に
注
連
を
張
り
、
火
を
燃
や
し
塩
祓
い
し
て
浄
め
、
大
太
鼓
・
小
太
鼓
を
打
ち
、
法

良
貝
を
な
ら
し
、
拝
詞
「
つ
き
や
ま
は
や
ま
、
お
り
て
ま
い
ら
せ
、
と
こ
ろ
の
鎮
守
、
こ

の
身
き
よ
め
、
わ
が
身
き
よ
め
、
心
す
な
お
に
村
や
す
ら
か
に
、
ま
も
ら
せ
た
ま
い
」
を

繰
り
返
し
唱
え
る
。
五
体
の
幣
を
持
つ
者
を
先
に
火
を
渡
る
う
ち
に
、
の
り
わ
ら
が
現
わ

れ
、
そ
の
打
ち
振
る
幣
が
千
切
れ
る
。
か
く
し
て
一
同
は
、
の
り
わ
ら
を
中
心
と
し
て
、

籠
り
は
最
高
潮
と
な
り
、
神
職
が
の
り
わ
ら
か
ら
、
託
宣
を
聞
き
出
し
た
と
い
う）

11
（

。

稲
初
・（
大
頭
・
小
頭
）　　

磐
梯
山
頂
に
祀
ら
れ
た
磐
梯
明
神
が
、
春
に
来
る
年
の
作
を

占
う
舟
曵
祭
り
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
前
述
し
た
。
そ
の
磐
梯
明
神
の
御
加
護
の
も
と
、

無
事
収
穫
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
磐
梯
明
神
へ
の
収
穫
感
謝
と
し
て
、
磐
梯
山
を
仰

ぎ
見
る
こ
と
が
で
き
る
農
民
は
稲
束
二
把
を
、
初
穂
と
し
て
奉
納
す
る
習
俗
が
あ
っ
た
。

イ
ナ
バ
ツ
（
稲
初
）
と
も
呼
ば
れ
る
。
こ
の
時
、
二
人
の
恵
日
寺
か
ら
派
遣
さ
れ
た
人
が
、

「
大
頭
」・「
小
頭
」
の
木
製
の
鈝
を
持
っ
て
各
家
々
を
ま
わ
っ
た
。
稲
束
か
ら
米
や
金
銭
へ

と
変
遷
し
た
が
、
昭
和
三
十
年
代
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
と
い
う）

11
（

。
貞
享
二
年
の
『
中
荒
井

組
風
俗
帳
』
に
は
、「
大
と
う
、
小
と
う
と
云
、
大
寺
村
よ
り
十
月
中
に
家
毎
を
め
く
り
、

稲
壱
把
弐
把
宛
貰
不
出
も
の
を
有
」
と
、
当
時
の
様
子
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

節
分
の
作
占　
　

節
分
、
立
春
と
暦
の
上
で
は
、
春
を
迎
え
る
。
こ
の
時
、
一
年
の
作
を

占
う
行
事
、
ま
た
農
作
業
に
入
る
前
に
魔
除
け
の
行
事
が
行
わ
れ
る
。
大
豆
を
煎
っ
た
豆

蒔
き
で
あ
る
。
鬼
す
な
わ
ち
魔
を
追
い
払
い
、
家
内
安
全
・
無
事
息
災
を
祈
り
、
農
業
が

行
わ
れ
る
こ
と
を
願
う
。
そ
の
煎
豆
を
一
年
の
月
の
数
の
一
二
箇
（
閏
年
は
一
三
箇
）
を

囲
炉
裏
の
ほ
と
（
燃
え
所
）
の
ま
わ
り
に
置
き
、
そ
の
焼
き
具
合
で
天
気
を
占
う
も
の
で

あ
る
。
元
月
の
豆
が
白
く
焼
け
な
い
場
合
は
、
雨
が
少
な
く
日
照
り
に
な
る
と
、
人
々
は

注
意
す
る
。
貞
享
二
年
の
『
中
荒
井
組
風
俗
帳
』
に
は
、『
会
津
農
書
』
著
述
当
時
の
節

分
の
行
事
に
つ
い
て
、
詳
細
に
記
載
し
て
い
る
。

　

一
節
分
年
越
と
云
鰯
を
切
大
豆
の
茎
に
挾
窓
挾
間
へ
さ
し
煎
大
豆
を
福
ハ
内
鬼
ハ
外
へ

と
云
て
年
男
明
き
の
方
よ
り
ゑ
ひ
す
大
黒
の
前
へ
蒔
年
中
天
気
の
善
悪
を
知
る
と
云
ま
き

た
る
大
豆
を
拾
ひ
月
数
灰
の
上
に
置
き
て
焼
而
降
月
の
大
豆
黒
く
成
旱
月
ハ
白
焼
と
云
、

一
粒
之
内
不
焼
所
あ
れ
バ
、
半
吉
と
云
、
役（
厄
）年

之
者
其
夜
年
の
数
煎
大
豆
に
銭
を
添
へ
、

紙
に
包
辻
ニ
捨
置
是
を
没
落
し
と
云

　

鰯
を
焼
い
て
豆
柄
に
刺
し
た
の
を
、「
焼
か
が
し
」
と
も
呼
ん
で
い
る
こ
と
が
、
貞
享

二
年
の
『
猪
苗
代
川
東
組
萬
風
俗
改
帳
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
一
年
の
月
の
天
候
の
状

況
を
●
（
雨
）・
◑
（
小
雨
）
○
（
旱
魃
）
な
ど
の
印
に
記
載
し
、
居
間
な
ど
に
帖
っ
て

置
く
家
も
あ
っ
た
。
三
島
町
大
石
田
の
五
十
嵐
家
で
は
現
在
も
毎
年
行
っ
て
お
り
、
数
十

年
分
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
節
分
は
、「
年
越
」
と
も
言
わ
れ
、
当
時
は
「
極
月
」、

十
二
月
の
大
晦
日
と
い
う
概
念
で
あ
っ
た
。

御
玉
飯　
　

貞
享
二
年
の
『
中
荒
井
組
風
俗
帳
』
に
は
大
晦
日
に
「
御
み
た
ま
」
と
言
っ

て
、
に
ぎ
り
飯
一
二
個
、
閏
月
の
あ
る
年
は
一
三
個
を
、
年
徳
棚
へ
供
え
る
と
あ
る
。
岩

手
県
や
宮
城
県
な
ど
で
は
、「
御み

霊た
ま

飯め
し

」
と
い
っ
て
一
二
個
の
に
ぎ
り
飯
に
箸
を
突
き
刺

し
、
箕
に
の
れ
臼
の
上
に
供
え
る
風
習
が
広
く
見
ら
れ
る
。
福
島
県
内
で
は
、
伊
達
郡
国

見
町
の
報
告
が
あ
る
が）

11
（

、
あ
ま
り
行
わ
れ
て
い
な
い
。「
夕
食
を
月
数
屋
き
め
し
に
に
ぎ

り
箸
を
さ
し
、
年
徳
棚
へ
上
ヶ
る
、
是
を
御
み
た
ま
と
云
、
閏
月
有
時
は
十
三
備
ふ
」
と

『
中
荒
井
組
風
俗
帳
』
に
あ
る
。
ま
た
、『
新
編
会
津
風
土
記
』
大
沼
郡
高
田
組
の
概
説

に
も
「
又
此
組
及
中
荒
井
・
永
井
野
・
東
尾
岐
・
冑
・
滝
谷
・
大
谷
・
野
尻
・
大
石
・
大

塩
組
ニ
テ
、
大
晦
日
神ミ
タ

玉マ
ノ

飯
ト
テ
団
飯
十
二
ヲ
作
リ
、
大
麻
ノ
幹
ヲ
挿
ミ
歳
神
ニ
供
ヘ
、」

と
あ
り
、
大
沼
郡
の
広
い
地
域
で
「
御
み
た
ま
」
の
習
俗
が
行
わ
れ
て
い
る
と
記
述
さ
れ

て
い
る）

11
（

。
現
在
、
会
津
地
方
で
「
御
み
た
ま
」
に
つ
い
て
の
伝
承
は
、
ほ
と
ん
ど
聞
く
こ

と
が
で
き
な
い
。
先
祖
の
霊
に
収
穫
感
謝
の
意
を
こ
め
て
お
供
え
し
た
も
の
で
あ
り
、『
会

津
農
書
』
の
著
者
佐
瀬
与
次
右
衛
門
家
で
も
、「
御
み
た
ま
」
を
供
え
た
の
だ
ろ
う
か
。

結
び
に
か
え
て

　

以
上
、『
会
津
農
書
』
が
著
述
さ
れ
た
貞
享
元
年
当
時
の
農
耕
儀
礼
を
、
著
者
佐
瀬
与

次
右
衛
門
の
『
会
津
農
書
』・『
会
津
歌
農
書
』・『
会
津
農
書
附
録
』
を
中
心
に
、
貞
享
二

年
・
文
化
四
年
の
風
俗
帳
や
文
化
六
年
の
『
新
編
会
津
風
土
記
』
な
ど
の
近
世
史
料
か
ら

概
説
し
た
。『
会
津
農
書
』
は
農
業
技
術
の
み
な
ら
ず
、
与
次
右
衛
門
自
か
ら
が
体
験
し

た
農
耕
儀
礼
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
民
俗
資
料
的
価
値
が
あ
る
。

　

今
日
の
よ
う
に
科
学
技
術
が
進
展
し
な
か
っ
た
時
代
に
お
い
て
は
、
神
に
豊
作
を
祈
願

す
る
と
い
う
信
仰
的
要
素
が
、
農
耕
生
活
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
、『
会
津
農

書
』
を
は
じ
め
与
次
右
衛
門
著
述
の
他
の
農
書
類
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
農
業
が
機
械
化

さ
れ
る
昭
和
三
十
年
代
前
半
ま
で
、
年
中
行
事
や
農
業
に
関
す
る
祭
礼
な
ど
、
さ
か
ん
に

行
わ
れ
て
き
た
。

　

会
津
地
方
の
自
然
に
即
し
た
伝
統
的
な
農
法
を
支
え
て
き
た
農
業
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、

『
会
津
農
書
』
に
記
載
さ
れ
た
農
法
は
、
現
代
の
農
業
技
術
お
よ
び
将
来
の
農
業
技
術
の

あ
り
方
に
注
目
す
べ
き
存
在
と
い
え
る
。『
会
津
農
書
』
に
は
、
当
時
の
農
民
の
農
業
に

お
け
る
信
仰
的
観
念
ま
で
記
載
さ
れ
て
お
り
、
他
地
方
の
農
書
に
あ
ま
り
見
ら
れ
ず
、
民

俗
学
研
究
資
料
と
し
て
の
学
術
的
価
値
も
あ
る
。

　

会
津
地
方
の
一
七
市
町
村
が
一
体
と
な
っ
て
、『
会
津
農
書
』
に
記
述
さ
れ
た
農
業
技
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術
を
中
軸
に
、
会
津
地
方
の
伝
統
農
法
を
育
ん
で
き
た
農
業
シ
ス
テ
ム
を
、「
世
界
農
業

遺
産
」
に
登
録
申
請
を
行
っ
た
（
平
成
三
〇
年
六
月
二
〇
日
）
こ
と
は
、『
会
津
農
書
』

研
究
の
末
席
に
い
る
筆
者
に
と
り
、
嬉
し
く
思
う
次
第
で
あ
る
。
現
在
、
わ
が
国
に
は
「
世

界
農
業
遺
産
」
に
登
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、
一
〇
件
あ
る
。

　

こ
の
た
び
の
「
世
界
農
業
遺
産
」
の
登
録
申
請
に
あ
た
り
、
筆
者
も
若
干
の
協
力
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、『
会
津
農
書
』
に
つ
い
て
再
考
す
る
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
い

た
。
本
稿
は
、
そ
の
ひ
と
つ
の
事
業
か
ら
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
執
筆
に
あ
た
り
、
会

津
若
松
市
農
政
課
の
皆
様
に
は
何
か
と
御
配
慮
い
た
だ
い
た
事
に
、
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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司
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之
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・
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一
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会
津
農
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会
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書
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２
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３
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農
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農
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農
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・
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収
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５
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史
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史
』
民
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（
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）
庄
司
吉
之
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編
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会
津
風
土
記
・
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俗
帳
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第
二
巻　

貞
享
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俗
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所
収　

歴
史

春
秋
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一
九
七
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年

（
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）
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収

（
８
）
岩
崎
敏
夫
「
福
島
県
祭
礼
概
説
」
福
島
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
七
六
集
『
福
島

県
の
祭
礼
』　

福
島
県
教
育
委
員
会　

一
九
八
〇
年

（
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庄
司
吉
之
助
編
『
会
津
風
土
記
・
風
俗
帳
』
第
一
巻　

寛
文
風
俗
帳
所
収　

歴
史

春
秋
社　

一
九
七
八
年

（
10
）
懸
田
弘
訓
『
ふ
く
し
ま
の
祭
り
』
福
島
中
央
テ
レ
ビ　

一
九
七
六
年

（
11
）
秋
山
政
一
「
恵
日
寺
の
年
中
行
事
」『
福
島
の
研
究
』
第
五
巻　

清
文
堂　

一
九

八
六
年

（
12
）
橋
本
武
『
猪
苗
代
湖
北
民
俗
誌
』
猪
苗
代
湖
南
民
俗
研
究
所　

一
九
七
三
年

（
13
）
会
津
の
御
田
植
祭
調
査
委
員
会
編
『
会
津
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御
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植
祭
』
喜
多
方
市
教
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員

会
・
会
津
美
里
町
教
育
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員
会　
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〇
一
八
年

（
14
）
福
島
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
二
六
集
『
福
島
県
の
年
中
行
事
』
福
島
県
教
育

委
員
会　

一
九
八
三
年

（
15
）
庄
司
吉
之
助
編
『
会
津
風
土
記
・
風
俗
帳
』
第
三
巻　

文
化
風
俗
帳
所
収　

歴
史

春
秋
社　

一
九
八
〇
年

（
16
）
註
（
15
）
所
収

（
17
）
佐
々
木
長
生
「
サ
イ
の
神
の
藁
人
形
」『
福
島
の
民
俗
』
第
二
〇
号　

福
島
県
民

俗
学
会　

一
九
九
二
年

（
18
）
註
（
６
）
所
収

（
19
）
註
（
15
）
所
収

（
20
）
佐
々
木
長
生
「
喜
多
方
の
農
耕
絵
馬
」『
民
具
マ
ン
ス
リ
ー
』
第
四
一
巻
一
〇
号　

神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所　

二
〇
〇
九
年

（
21
）
佐
々
木
長
生
「
ま
つ
り
の
諸
相
ム
ラ
の
ま
つ
り
」
企
画
展
図
録
『
福
島
の
ま
つ
り
』
　

福
島
県
立
博
物
館　

一
九
八
六
年

（
22
）
註
（
６
）
所
収

（
23
）
佐
々
木
長
生
「
会
津
地
方
の
作
神
の
去
来
伝
承
を
め
ぐ
っ
て
―
ジ
ジ
ン
サ
マ
と
ツ

ク
リ
ノ
カ
ミ
サ
マ
を
中
心
と
し
て
―
」『
東
北
民
俗
学
研
究
』
一
号　

東
北
学
院

大
学
民
俗
学
Ｏ
Ｂ
会
、
一
九
九
〇
年

（
24
）
丸
井
佳
寿
子
監
修
『
新
編
会
津
風
土
記
』
第
二
～
四
巻　

歴
史
春
秋
社　

二
〇
〇

〇
年

（
25
）
岩
崎
敏
夫
『
本
邦
小
祠
の
研
究
』　

一
九
六
四
年

（
26
）
秋
山
政
一
「
麓
山
信
仰
」
福
島
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
四
二
集
『
猪
苗
代
湖

の
民
俗
』
―
湖
南
編　

福
島
県
教
育
委
員
会　

一
九
八
六
年

（
27
）
註
（
12
）

（
28
）
橋
本
武
「
磐
梯
山
信
仰
、
大
頭
小
頭
稲い
な

初ば
つ

穂
と
祭
札
」
註
（
26
）
所
収

（
29
）
三
瓶
源
作
『
ふ
る
さ
と
福
島
の
民
俗
を
尋
ね
て
―
そ
の
願
い
と
か
た
ち
―
』
三
瓶

ち
ゑ
発
行　

二
〇
〇
一
年

（
30
）「
新
編
会
津
風
土
記　

陸
奥
国
大
沼
郡
之
四　

高
田
組
」『
新
編
会
津
風
土
記
』
第

四
巻


