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一

民
俗
芸
能
保
存
の
現
段
階

　
民
俗

芸
能
そ
の
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
何

百
年
の
伝
統
を
つ
な
ぐ
も
の
た
か
、
こ
れ

が

久
化
財
と
し
て
止
日
さ
九
、
大
事
に
さ

れ
た

の

は
、
お
よ
そ
五
十
4
1
前
の
こ
と
て

あ
る
。
そ
れ
は
、
つ
と
に
柳
田
国
男
、
折

口

信
夫
両
先
見
に
よ
－
て
日
人
ユ
又
化
の
研

究
方
法
と
し
て
着
目
さ
九
て
い
た
し
、
さ

ら
に
古
く
民
族
学
な
い
し
民
俗
学
の
成
立

は
、
す
て
に
今
世
紀
の
は
し
め
か
ら
フ
レ

ー
ザ
ー
ら
に
仁
フ
て
企
て
ら
れ
て
い
た
。

そ
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
ほ
と
占
い
こ
と
て

は
な
い
。

　

し
か
し
、
こ
つ
し
た
民
俗
的
現
象
の
う

ち
て
、
と
り
わ
け
歌
舞
函
劇
的
な
芸
能
に

玉
八
を
s
a
い
て
、
そ
の
収
集
と
記
1
5
と
保

存
と
に
つ
と
め
た
の
は
、
大
正
末
頃
の

「
民
俗
芸
術
の
会
」
て
あ
．
た
。
小
土
」
融

吉
、
永
田
伽
吉
両
氏
ら
の
旧
入
り
て
、
そ

の

月
刊
牡
関
記
「
民
俗
芸
術
」
は
今
日
で

は
貴
重
な
女
献
と
な
9
、
て
い
る
。
は
し
め

は
、
郷
土
舞
踊
と
か
民
謡
と
か
、
郷
土
芸

術
と
か
民
俗
芸
術
と
か
い
ろ
い
ろ
に
呼
は

と
、
神
楽
と
か
獅
十
四
と
か
何
々
踊
と
か

称
す

る
パ
俗
芸
能
が
、
一
々
放
え
き
れ
な

い
ほ

ど
全
山
津
々
φ
々
に
流
布
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
知
れ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
が

機
能
的
に
も
、
形
態
的
に
も
ず
い
ぶ
ん
と

習
合
し
混
清
し
て
い
る
ら
し
い
跡
が
見
え

る
。　

こ
の
習
合
や
混
術
か
、
あ
る
い
は
民
俗

芸
能
木
来
の
姿
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し

全
国
的
に
視
野
を
ひ
ろ
げ
て
こ
れ
ら
を
比

較
し
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
整
理
と
体
系

づ

け
と
洗
涼
は
困
鄭
で
は
あ
る
が
r
あ
な

が

ち
不
可
能
と
は
い
え
な
い
。
二
力
に
克

明
な
調
査
記
述
を
進
め
る
こ
と
が
大
い
に

必
要

な
の
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
r
ま
た
一
方

に

そ
の
体
系
化
と
洗
練
と
い
う
仕
事
に
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ
　
　
　
　
　
　
へ

か

け
て
も
よ
い
晴
期
で
は
な
い
カ
と
思

う
。　

こ
の
際
ぱ
意
す
へ
き
は
、
楓
能
と
形
態

と
の
混
同
で
あ
る
。
神
楽
、
田
楽
、
念
仏
、

風
流

笥
々
の
分
頚
は
、
そ
の
機
能
の
体
系

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
わ
カ

て

あ
り
、
獅
子
鋼
、
人
形
舞
わ
し
、
俄
、

朴
踊
彗
々
の
分
頻
は
、
次
元
の
ち
が
う
形

態
の
休
系
て
あ
る
。

　
実
は
も
っ
と
具
体
的
に
の
べ
た
い
の
た

か
、
そ
れ
は
次
の
機
会
に
試
る
と
し
て
、

今
回
は
、
思
い
う
か
ん
た
こ
と
を
虫
口
い
て

み

ま
し
た
。
　
（
二
松
学
舎
大
学
教
授
）

飯

塚

友

一
郎

れ
て

い
た

か
、
や
が
て
民
俗
芸
能
と
い
う

名
称
に
統
一
さ
れ
る
と
、
そ
の
対
象
も
た

ん

た

ん

と
明
確
に
な
．
て
き
た
。
父
は
、

芸
術
と
い
い
芸
能
と
い
＿
て
も
必
す
し
も

明
確
に
は
定
義
つ
け
ら
れ
な
い
の
た
が
、

こ
れ
に
民
俗
と
い
う
限
・
冗
を
つ
け
る
と
r

む

し
ろ
か
な
り
は
；
き
り
し
て
く
る
。

　
そ

れ

は
、
か
つ
て
の
庶
民
生
活
の
中
心

て

あ
．
㌧
た
祭
礼
を
分
析
し
て
み
る
こ
と
て

あ

る
。
0
ろ
く
寺
社
の
お
祭
り
に
は
、
本

来
、
祭
武
と
饗
宴
と
芸
能
と
の
三
要
素
が

庫
然
た
る
ノ
伺
事
を
な
し
て
い
な
け
れ
は
な

ら
な
か
k
z
た
。
こ
の
祭
礼
芸
能
が
、
祭
礼

と
1
ー
ハ
に
永
く
伝
承
さ
れ
て
い
わ
ゆ
る
民
俗

芸

能

と
な
る
c

　
こ

う
し
た
民
俗
芸
能
が
次
第
に
す
た
れ

亡
ひ

ゆ
く
傾
向
に
あ
る
の
は
否
み
が
た

い
o

こ
れ
は
社
会
組
絨
の
変
動
に
つ
れ
て
、

祭
礼
を
こ
れ
ま
で
支
1
4
し
て
き
た
コ
ミ
ュ

ニ

テ

ィ
、
つ
ま
り
共
同
社
会
の
土
台
が
崩

れ
て

き
た
の
だ
か
ら
当
り
前
で
あ
る
。
誰

も
知
る
と
お
り
、
今
日
の
民
俗
芸
能
は
、

私
の
調
査
ノ
ー
ト
ロ

木
来
の
姿
か
ら
か
な
り
変
貌
し
て
、
官
民

協
同
の
助
力
に
よ
－
，
て
人
為
的
に
保
存
さ

九
て

い

る
と
い
う
状
況
、
こ
九
は
今
更
言

う
ま
て
も
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
反
面
に
ま
た
、

今

日
の
情
撮
化
社
会
に
お
け
る
民
俗
芸
能

か
、
新
而
目
を
呈
し
て
浮
ひ
あ
が
；
て
き

た

こ
と
を
見
の
が
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ

れ
は
現
在
の
情
報
網
の
発
達
に
よ
っ
て
、

我
々
は
居
な
が
ら
に
し
て
、
全
国
の
民
俗

芸
能
を
鑑
賞
す
る
こ
と
が
て
き
る
。
五
十

年
前
に
は
思
い
も
か
け
な
か
っ
た
こ
と
だ

か
、
我
々
は
今
日
、
民
俗
芸
能
の
全
国
的

な
不
，
ト
ワ
－
ク
を
所
有
し
、
情
報
化
さ

れ
た

叉
化
E
と
し
て
の
民
俗
芸
能
を
所
拍

し
て
い
る
。

　
こ

こ
て
考
え
な
け
れ
は
な
ら
な
い
こ
と

は
、
す
て
に
崩
壊
し
、
あ
る
い
は
所
詮
宿

命
的
に
崩
壊
す
べ
き
伝
統
的
コ
・
、
・
ユ
ニ
テ

’
を
培
土
と
し
て
の
刑
コ
の
民
俗
芸
能
、

こ
れ
を
そ
の
ま
ま
育
成
す
る
こ
と
か
、
理

論
的
に

も
実
際
的
に
も
、
い
か
に
困
姐
な

仕
事
て
あ
る
か
と
い
う
こ
と
て
あ
る
。
つ

ま
り
、
民
俗
芸
能
を
野
生
の
ま
ま
に
保
存

し
ょ
う
と
し
て
も
、
そ
の
土
壌
か
変
化
し

て

い

る
の
た
か
ら
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
所

詮
枯
れ
た
り
変
質
し
た
り
す
る
の
て
、
む

し
ろ
、
こ
れ
を
公
共
的
の
植
物
園
に
移
植

」

ぼ
ん
ぼ
ん
の
唄
　

－
盆
唄
1 L

t

　
鎌
倉
市
の
西
部
深
沢
地
区
に
盆
行
享
と

し
て
「
ほ
ん
ぼ
ん
の
唄
」
の
唄
を
記
億
し

て

い

る
老
人
が
い
る
。
い
わ
ゆ
る
盆
唄
と

異
っ
た
も
の
て
あ
っ
た
よ
う
て
あ
る
が
、

盆

と
い
え
は
先
す
こ
れ
を
口
に
す
る
程
若

い
頃
に
力
を
入
れ
た
も
の
て
あ
る
。

　
娘
や
若
衆
が
十
五
人
も
二
十
人
も
前
の

人

の

肩
に
手
を
か
け
、
輪
を
つ
く
っ
て
廻

り
な
が
ら
、
唄
を
掛
け
合
い
、
こ
な
し
っ

こ
を
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ら
ふ
ん

　
知
り
得
た
部
落
は
、
十
分
、
梶
原
、
L

町
屋
で
あ

る
が
、
部
落
境
の
小
川
を
は
さ

ん
だ

広
場
で

互
い
に

他
部
洛
の
輪
と
争
っ

た
。
唄
の
文
句
に
き
ま
り
は
な
く
、
か
ら

か
っ

た

り
、
悪
口
を
言
っ
た
り
、
い
や
か

ら
せ
を
唄
っ
て
相
手
を
圧
倒
す
れ
は
よ
か

っ

た
。
梶
原
の
唄
に
は
、

　
寺
分
の
餓
鬼
は
意
地
の
悪
い
子
供

　
後
架
の
廻
り
の
　
爪
の
皮
拾
っ
て

　
あ

っ

ち
向
い
ち
c
か
し
り
　
こ
っ
ち
向

白
　
井
　
永
　
二

い
ち
・
、
か
し
り

か

し
り
残
し
て
　
萩
に
入
れ
て

友
達

呼
ん
て
ま
ま

丈

二
と
よ
　
ま
ま
こ
と

　
　
　
○

　
　
○
　
　
○

　
町
屋
の
娘
達
や
　
メ
リ
ン
ス
た
す
き

　
梶
原
の
姉
さ
ん
達
ゐ
、
　
ピ
ロ
ー
ト

　
町
屋
の

姉
さ
ん
達
《
、
　
チ
リ
メ
ン

　

よ
く
よ
く
見
た
ら
　
茄
子
の
皮

　
梶
原
組
か

ら
寺
分
、
町
屋
の
組
に
こ
な

し
か
け
る
杁
子
が
わ
か
る
。

　
こ

ん

な
激
し
い
悪
態
も
盆
の
十
六
日
に

な
れ
は
平
常
に
も
と
り
、
争
い
も
唄
の
⊥

だ
け

の
こ

と
て
決
し
て
乱
暴
沙
汰
に
な
っ

た

り
、
後
に
し
こ
り
は
残
さ
な
か
r
た
。

　
寺
分
て
は
、
膝
沢
市
の
宮
の
前
部
落
と

柏
尾
川

の
古
館
橋
の
所
て
川
を
は
さ
ん
て

や
っ
た
。

ほ

ん
ほ

ん
唄
は
な
お
部
落
続
き
に
広
か
り

を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
、
肥
料
を
与
え
て
培
養
す
る
こ
と
を
心

か

け
る
川
川
二
来
て
い
る
の
て
は
あ
る
ま

い

か
o

　
そ

れ
に

は

ま
す
、
各
地
の
民
俗
芸
能
の

実
状
を
よ
く
調
査
し
、
こ
れ
を
公
刊
ハ
の
久

化
財
と
し
て
整
理
し
シ
ス
テ
ム
化
す
る
こ

と
て
あ
る
c
従
来
、
民
俗
芸
能
の
白
叶
地

に

せ

ま
く
固
執
し
、
そ
の
町
生
を
極
度
に

尊
重
す
る
傾
き
か
あ
　
た
。
け
れ
ど
も
、
少

し
く
民
俗
芸
能
の
分
布
を
な
が
め
る
と
、

そ
れ
ら
は
お
お
む
ね
根
か
ら
の
自
牛
て
は

な
く
、
伝
祈
移
植
さ
れ
た
も
の
て
あ
る
こ

と
か
知
れ
、
そ
の
野
η
は
と
く
に
久
わ
れ

て
、
旅
芸
人
な
と
の
手
か
川
わ
；
て
い
る

も
の
か
少
な
く
な
い
二
と
力
知
れ
る
り

　
私
は

民

俗
芸
能
の
調
査
研
究
か
、
口
小

の

伝
統
芸
能
な
い
し
は
耐
制
史
研
究
の
た

め

に
、
必
要
欠
く
べ
か
ら
す
と
信
し
て
、

現
に

二
つ
の

大
7
て
民
俗
“
ム
能
の
話
座
を

ひ

ら
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
全
国
か
ら
集

ま
　
た
数
百
人
の
　
！
“
r
に
、
そ
九
そ
れ
の

お
国
の
民
俗
芸
能
の
レ
コ
ホ
ー
ト
を
栢
”
η
訓
口

か
せ
て

十
数

年
に
な
る
、
こ
れ
も
情
服
化

時
代
の
一
得
て
あ
る
、

　

ま
だ
、
ほ
ん
と
う
に
整
理
も
何
も
て
き

て

い

な
い
か
、
ま
だ
ま
た
辺
地
に
は
未
調

査
、
未
報
告
の
民
俗
芸
能
が
い
く
ら
も
ひ

そ
ん
て
い
る
こ
と
か
推
測
さ
れ
る
。
そ
九

r

＿

女
が
主
と
な
？
て
男
が
加
勢
し
た
ン
こ

の

日
の
た
め
に
、
友
親
の
紋
↓
た
縞
摸
様

の

し
ハ
袖
を
着
て
色
の
帯
を
締
め
、
丁
拭
・
．
圧

μ
っ
た
。
手
拭
は
け
し
玉
か
l
：
－
，
　
－
－
）
ほ
り
の

粋
な
も
の
を
H
促
っ
た
。

　
梶
原
の

○
○

さ
ん
は
　
粋
な
も
の
よ

　

け
し
玉
の
手
拭
を
　
肩
に
か
け
か
け

　
手
拭

も
時
の
流
行
を
辻
0
、
相
手
に
誇

っ

た

風
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
晴
寿
て

唄
の
輪
を
作
っ
た
の
て
あ
る
。

　
近
頃
流
行
す
る
民
謡
調
の
盆
踊
に
代
入

さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
輪
踊
と
区
分
し
て
、
研

究
者
は
こ
の
よ
う
に
組
を
作
、
て
椙
わ

し
、
歌
を
掛
け
へ
山
っ
て
字
境
な
と
て
争
う

も
の
を
「
盆
唄
」
と
呼
ん
て
い
る
。
そ
し

て

革
や
か
な
前
者
に
比
べ
て
、
こ
の
盆
唄

系
統
の
研
究
も
調
査
も
進
ん
て
い
な
い
の

が
実
情
て
あ
る
。
江
戸
哨
代
に
流
行
し
た

小
町
踊
や
七
夕
踊
に
影
響
を
受
け
た
も
の

と
摺
定
さ
れ
る
だ
け
て
、
工
証
は
さ
れ
て

い
な
い
。
盆
行
事
の
信
仰
は
正
月
行
事
と

対
比
さ
れ
、
複
郊
な
要
素
の
紛
交
す
る
中

て
、
こ
の
掛
け
唄
を
中
心
に
し
た
盆
唄
系

統
は
重
要

な
意
昧
を
持
つ
伝
承
だ
と
考
え

る
。

　
丸

山
久
子
（
編
者
江
三
胚
沢
市
女
化
財

保
二
設
委
員
）
さ
ん
が
藤
沢
市
及
C
そ
の
周

辺
の

盆
唄

を
大
変
熱
心
ご
詞
ぺ
、
貴
重
な

一 2一J
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報
告
」
．
エ
ま
と
め
て
お
ら
れ
る
（
藤
沢
市
文

化
財
調
査
報
告
第
三
集
）
。
湘
南
の
平
野
に

広
く
行
き
わ
た
’
r
．
て
い
た
ら
し
く
、
鼓
太

鼓
と
さ
さ
ら
を
撤
木
器
に
し
て
い
る
。
こ
の

さ
さ
ら
を
す
て
て
娘
ら
が
村
の
家
々
を
歩

い
た

盆
肺

が
、
相
模
川
の
中
流
地
域
に
も

あ

っ

た

（
県
立
博
物
館
同
地
域
民
俗
調
査

報
告
）
。
歌
の
内
容
か
ら
見
る
と
足
柄
上
郡

で

再
興
さ
れ
た
盆
踊
も
規
を
一
に
し
て
お

り
、
三
浦
地
区
に
も
及
ん
で
い
る
。

　

こ
の
盆
唄
系
統
の
ぼ
ん
ぼ
ん
唄
が
神
奈

川

県
下
に
広
く
跡
を
残
し
、
　
一
部
の
地
区

で

復
興
さ
れ
た
こ
と
は
誠
に
喜
ば
し
い
。

東
京
、
千
葉
、
静
岡
な
ど
の
部
県
に
も
流
九

を
た
ど
る
事
の
出
来
る
も
の
で
も
あ
る
。

即
興
的

な
掛
け
合
い
で
あ
っ
た
点
が
、
盆

踊

よ
り
伝
派
し
難
い
原
因
で
あ
っ
の
だ
ろ

復活した足柄さsら踊り

う
が
、
藤
沢
遠
藤
地
区
や
南
足
柄
町
の
よ

う
に
復
興
さ
れ
た
も
の
を
見
る
と
、
掛
け

合
い
盆
唄
と
盆
踊
と
が
共
存
し
て
お
り
、

両
者

の
関

係
に
探
り
を
入
れ
る
こ
と
の
出

来

る
工
貝
重
な
も
の
で
あ
る
。
鎌
倉
市
上
町

屋
地

区
で
は
、
榊
や
御
幣
で
お
輿
の
よ
う

な
盆
棚
を
作
り
、
町
を
歩
い
た
行
事
も
あ

っ

た
と
い
う
が
、
こ
れ
と
盆
唄
の
群
行
と

何
等
か
の
関
係
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

　

「
盆
唄

と
て
も
十
六
日
限
り
」
と
か
、

「
お

盆
お

盆
の
十
六
日
」
と
歌
い
出
す
盆

唄

が
、
そ
の
行
事
の
名
と
な
り
、
即
興
と

か
口

か

ら
出
ま
か
せ
と
い
い
な
が
ら
、
そ

の

唄
に

は

類
型
が
あ

っ

た
。
盆
唄
の
古
態

を
留
め
て
い
る
袖
日
奈
川
の
盆
踊
が
、
互
い

に

刺
激
し
合
つ
．
て
、
再
興
の
気
運
を
醸
し

出
す
こ
と
が
出
来
た
な
ら
ば
、
こ
の
会
の

連
営

は
一
層
音
心
義
深
い
も
の
と
な
ろ
う
。

　
　
　
（鎌
倉
市
文
化
財
保
護
委
員
）

N

三
浦

三
崎
海
南
神
社

船
祭
の
資
料
に
つ
い
て

　
三
浦
三
崎
海
南
神
社
の
船
祭
に
つ
い
て

は
、
永
田
先
生
の
『
神
奈
川
県
民
俗
芸
能

誌
下
巻
』
に
詳
細
に
書
か
れ
て
い
る
。
そ

れ
に

も
「
今
は
た
だ
船
唄
に
よ
っ
て
古
い

船
祭
の
思
い
出
を
た
ぐ
る
に
す
ぎ
な
い
」

と
あ
る
。
確
か
に
も
う
二
度
と
私
達
の
前

に

そ
の
豪
華
な
姿
を
見
せ
る
こ
と
は
あ
る

ま
い
。
す
で
に
そ
の
姿
を
見
た
人
は
物
故

さ
れ
て
物
語
る
人
も
な
い
。

〈r
に

し
て
残
さ
れ
た
資
料
の
一
部
を
こ
こ

に

留
め
る
こ
と
に
す
る
。

臼
古
い
地
誌
の
も
の

　
　
田
三
崎
士
心
（
宝
暦
六
年
版
）

　
　
　
年
中
行
事
「
海
南
宮
祭
」

　
　

『
六
月
十
入
日
　
此
日
漁
父
久
右
碇
冊
門

　
　
ト
云
者
霊
夢
ヲ
得
、
初
テ
祭
ル
ト
ワ

　
　
因

テ
俗
二
夢
見
久
右
衛
門
ト
名
ク
、

　
　
子
孫
今
猶
存
ス
。
神
輿
ヲ
楼
船
二
移

　
　
シ

奉
り
、
悼
歌
ヲ
発
ス
、
花
暮
町
城

　
　
ケ
島
ヨ
リ
其
役
ヲ
ナ
ス
、
毎
町
舞
台

　
　
ヲ
作
リ
狂
言
ヲ
ナ
ス
。
』

t
…
」
ぱ
．
咤
至
濤
4
4
藷
ワ
～
ー
妻
曹
、
・
這
．
！
，
．
・
…
．

浜

　
田
勘
太

　

②
三
崎
註
陀
（
宝
暦
六
年
版
）

　
　
　

年
中
行
事

　
　
　
『
六
月
十
八
日
　
海
南
宮
祭
礼
、
御

　
　
座
船
を
飾
り
、
海
⊥
に
神
輿
を
移
す
。

　
　
磯
崎
町
城
ケ

烏
よ
り
船
を
出
す
。
船

　
　

唄
を
調
ふ
』

　
㈲
新
編
相
模
風
土
記
（
天
保
年
版
）

　
　
三
油
郡
「
淘
南
神
社
」

　
　
『
（略
）
今
例
祭
六
月
十
八
日
　
此
日

　
　
神
輿
を
海
に
浮
べ
、
御
座
磯
に
船
を

　
　
蟻
し
神
事
を
行
う
』

ω
②
仕
ハ
に
宝
暦
六
年
（
一
、
七
五
六
）
版
で
、

箸
者
も
共
に
鶯
丘
企
兄
早
山
と
い
う
三
崎
の

俳
人
。
そ
の
遺
稿
を
そ
の
子
の
松
月
楼
市

明
が
出
版
し
た
。
内
容
は
共
に
三
崎
の
神

社
仏
閣
旧

記
産
物

そ
の
他
を
書
き
、
後
に

例
諮
を
添
え
て
父
の
遺
命
を
つ
い
だ
も

の
o
③
の
相
模
風
土
記
は
周
知
の
も
の
。

口
船
の
資
料

　
ω
明
治
十
七
年
「
城
ケ
島
の
船
」

　
　
城
ケ

島
の
庄
人
星
野
作
右
衛
門
が
写

　
　

生
し
た
城
ナ
島
の
お
船
．
。

　

②
年
不
詳
「
三
崎
の
お
船
」

　
　

こ
れ
は
昭
和
三
十
年
七
月
、
三
崎
西

　
　

の

浜
の
三
壁
甚
五
郎
翁
が
奉
納
し
た

　
　

も
の
で
、
・
翁
は
昭
和
三
十
年
の
頃
、

　
　

何
処
だ
か
記
憶
は
な
い
が
、
　
「
全
国

　
　
名
所
古
跡
」
　
（
？
）
古
い
木
の
中
に

　
　
神
奈
川
県
の
所
に
「
三
崎
の
お
船
」

　
　

と
「
箱
根
芦
の
湖
」
の
二
つ
が
あ
9
’

　
　
た

の

で

そ
れ
を
写
真
に
撮
っ
て
引
仲

　
　

し
て
一
枚
を
自
分
の
家
に
、
一
枚
を

　
　
海
南
神
社
の
拝
殿
、
　
一
枚
を
氏
子
会

　
　
館
に
奉
納
し
た
も
の
。

日
船
唄
集

　
ω
天
保
十

二
年
夏
書

　
　
城
ケ
島
住
加
藤
平
次
郎
所
有
の
も
の

　
　
一
冊
。

一：li

！
S

一trl，
v
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②
天

保
十
二
年
秋
書

　
　

城
ケ
島
石
橋
修
由
所
有
の
も
の
。

　

（
以
下
整
理
上
ω
を
加
藤
本
、
②
を
石

　
橋
本
と
い
う
）

こ
の
②
の
石
橋
本
は
永
田
先
生
が
書
か
れ

て

い

る
が
、
ω
の
加
藤
本
は
本
年
二
月
に

加
藤
金
太
郎
氏

よ
り
発
見
さ
れ
た
も
の
。

こ
の
二
冊
を
全
部
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
の
で
、
い
ず
れ
機
会
を
み
て
書
く
こ

と
に
し
、
今
回
は
そ
の
比
較
の
1
部
を
書

い
て

参
考
と
す
る
。

▽
加
藤
本
の
目
次
（
△
印
は
石
橋
本
に
あ

る
も
の
）

　
○
夜
宮
参
り
嵜

△
○
名

木
松
揃
苛

△
○
寿
み
田
川

△
o
鳴
門
渡
り
唄

△
○
嘉
寿
里

△
○
は
う
た

△
○
振
出
し
嵜

　
九
頁

　
五
頁

　
八
頁

　
五
頁

　
九
頁

　
七
頁

十
1
頁

△△　△　　る▽
○○○○○○も石
隅名忍鳴花御の橋
田木ひ門の榊V’t本
川松ぞ渡ミ御　の

揃ろ恋や神
　いのこ輿
　　う　　旬s
　　ら　出
　　ミ　　し

四五三三四二
頁頁頁頁頁頁

目
次

　
△
El］

は

加

縢
本
に

あ

　

○
な
る
と
ふ
ね

△
○
・
は
う
た

△

O
振
出
し
唄

△
○
か
す
り

　
○
嵜
ま
く
ら

　
　
後
書

　
　
御
舟
詩

　
三
頁

十

四
頁

十
1
頁

　
六
頁

　

四
頁

　
三
頁

　
一
頁

右
の
よ
う
に
加
藤
木
の
七
に
対
し
て
石
橋

本
は
十
1
で
あ
る
。
筆
蹟
も
石
橋
本
が
す

ぐ
れ
て
い
る
。
加
藤
家
で
は
唄
之
介
を
し

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
，
石
橋
家
は
名
主
で

あ
る
。

◎
加
藤
本
の
一
部

『
夜
宮
参
り
寄

　
め

て

た

い

な
御
世
ハ
め
て
た
の
ゑ
ん

　
そ
れ
ハ
加
枝
も
ゑ
ん
く
さ
か
ゑ
の
ふ

　
ゑ
ん

こ
の
は
あ
ふ
も
ん
く
花
の

　
都
に
は
名
所
さ
ま
く
お
ふ
け
れ
と

　
君
に
心
か
う
か
さ
れ
て
足
に

　

ま
か
せ
て
ゆ
く
ほ
と
に
風
も
い

　

と
ハ
ぬ
ふ
る
や
ま
ち
た
と
り
く
と
行

　
す
き
て
東
ほ
の
か
に
な
か
む
れ
ハ

　
ゑ
ん
清
水
寺
の
あ
り
か
た
や

　
ゑ
ん
お

と
ハ
の
た
き
の
ひ
s
き
に
て

花
の

か
ず
ち
る
其
ご
と
く
ゑ
ん

　

こ
れ
沢
な
る
ち
や
の
あ
の
た
き

　
ゑ
ん

ひ

と
世
の
黒
か
ミ
を
き
り
く

　
お
し
や
り
と
ゆ
ふ
ほ
ん
ほ
り
ま
ん
け
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牢
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お 船唄

　

き
お
ん
し
や
ふ
じ
や
の
か
ね
の
こ
ゑ

　
つ
れ
て

き
こ
ゆ
る
ふ
へ
た
い
こ
ゑ
ん

　
や
あ

ら
お
も
し
ろ
の
し
を
が
か
り

　
ふ

り
も
心
も
よ
し
様
の
は
あ
ゑ
ん

　
や

あ
よ
ゑ
ん
や
あ
こ
の
い
わ
ゑ
の

さ
物
松
ハ
く
（
略
）
』

◎
石
橋
木
の
一
部

『
御
船
唄

　
御
榊
御
神
輿
曳
出
し

め

で
た

ひ

な
う
れ
し
め
で
た
の
さ
わ
か

ゑ

だ

も
し

め

て
た

ひ

な
御
代
ハ
め
で
た
の
ふ
ゑ
ん
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一

，

t

●

1
－
p
－

’

，

そ
れ
わ
か
　
枝
も
ゑ
ん
く
牙
へ
の
ふ

ゑ

ん

こ
の
‘
保
も

山
谷
間
な
柴
の
庭
ま
て
や
ん
れ
な
つ

み
や
こ

さ
よ
－
4
へ
ゑ
ん
な
れ
と
も
ノ
へ

　
此
う
た
に
て
御
座
の
磯
御
上
り
場
迄
う

　
た

の

た

ら
ぬ
と
き
は
其
時
の
中
釆
の
見

　
斗
に
て
み
し
か
き
う
た
を
あ
け
一
は
い

　
に

う
た
ふ
へ
し
。
』

具
に
一
節
の
比
較
た
が
、
加
胚
木
と
石
橘

本
の
相
違
は
全
郡
を
比
べ
て
結
論
を
書
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

が
、
石
橋
小
の
方
が
整
理
さ
九
て
い
る
よ

　
　
　
　
ツ
　
ノ
む

う
て
泣
7
っ

い
す

れ
に

し
て
も
古
老
達
に
詳
し
く
た
つ

ね
て

調
べ
て
ゐ
た
い
。

終
り
に
両
1
1
日
の
休
裁
を
詔
こ
つ
，

　
▽
加
藤
本

和
紙
公
綴
二
十
七
↑
果
、
笥
写
ト

表
題
は
な
い
が
、
二
・
果
目
に
「
御
船
唄
」

と
あ
り
左
下
に
「
加
一
膝
平
次
郎
」
と
あ
る
が

二
れ
は
後
に
吉
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

最
後
の
所
に

「
天

保
十
二
丑
夏
書
之
」
と
あ
る
。
こ
れ

は
全
プ
と
同
し
筆
蹟
て
あ
る
か
、
末
尾
に

「
加

藤
平
次
郎
」
と
あ
る
は
前
述
の
と
お

り
後
に
喜
い
た
も
の
て
あ
ろ
う
。

虫

喰

い
は

な
い
が
、
保
存
は
よ
く
な
い
。

四
つ
に
折
う
て
布
製
の
袋
に
蔵
し
て
い
た

の

で
、
表
裏
表
紙
は
殆
と
切
れ
て
い
る
。

　
▽
石
稿
木

美
濃
袋
綴
三
十

四
叉
　
垂
写
木

表
題
は
な
い
が
、
最
初
に
「
御
船
唄
」
と

あ
る
。

末
尾
の
由
来
書
の
終
り
に

（前
文
略
）

『
上
日

よ
り
只
心
覚
へ
而
己
に
て
伝
り
け
れ

は

少

し
の
誤
り
ハ
し
れ
と
も
本
よ
り
予
も

知
ら
さ
る
事
な
れ
と
絶
て
文
句
の
分
ら
さ

る
所
も
有
や
う
に
見
ゆ
れ
は
猶
此
う
へ
の

誤

あ
ら
ん
事
を
愁
て
天
保
十
二
辛
田
勺
の

秋
細
に

老
人
に

尋
聞
て
1
小
刑
に
つ
－
・
り

て

氷
く
当
所
の
若
者
仲
間
へ
込
り
ぬ
後
に

開
て
笑
給
へ
と
し
か
い
ふ
o

　
　
　

城
ケ

鳥

　
　
　
　
　
　
石
橋
脩
由
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
亘
脚
　
　
』

に

よ
っ
て
こ
の
編
集
の
意
図
を
知
り
、
5

せ
て

作
年
の
天
保
十
二
年
（
一
、
八
四
1
）

秋
を
知
る
こ
と
が
て
き
る
。

な
お
最
後
に
「
御
月
詩
」
の
七
言
絶
句
が

あ

る
が
、
こ
れ
は
永
田
先
生
の
い
わ
れ
る

後
に
な
っ
て
書
き
添
え
た
も
の
て
あ
ろ

う
。
虫
喰
に
よ
り
読
め
な
い
個
所
二
、
三

の
程
度
て

あ

る
が
文
意
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
。
現
在
も
若
者
仲
間
が
之
れ
を
保
存

し
て
い
る
。
未
整
理
を
お
詑
び
す
る
。

　
　
　

（
三
浦
市
文
化
財
保
護
委
員
）

れ
、
了
タ
1
仁
：
，
・
，

鎌
倉
市
郷
土
芸
能
保
存
協
会
の
こ
と

　
鎌
倉
市
は
奈
良
、
京
都
な
と
と
共
に
か

つ
て

あ

る
時
期
に
政
治
の
中
心
て
あ
っ
た

所
て

す
。
昭
和
四
十
五
年
現
古
、
鎌
倉
に

あ

る
有
形
指
定
文
化
財
の
数
は
三
百
数
介

件
を
か
そ
え
て
お
り
、
現
在
も
計
画
的
に

そ
の
保
、
識
を
行
な
っ
．
て
来
て
い
ま
す
。

　
一
力
、
獅
形
叉
化
財
と
三
わ
れ
る
民
似

の

伝
統
的
芸
能
は
録
音
機
、
写
真
等
に
よ

り
そ
の
記
録
を
作
る
に
と
と
め
、
そ
れ
を

後
世
に
伝
え
よ
う
と
し
て
お
り
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
か
昨
年
、
鎌
倉
叫
巾
市
制
施
行
三

十
周

年
を
記
念
し
て
行
な
わ
れ
た
行
事
の

一
環

と
し
て
「
錬
倉
郷
土
芸
能
大
会
」
を

開
催
し
た
と
こ
ろ
、
　
『
私
の
打
に
伝
わ
る

唄
、
踊
り
を
絶
え
さ
せ
な
い
様
に
　
　
。
』

『
だ
ま
っ
て
い
た
ら
聯
子
は
絶
え
る
。
』
と

い
っ

た

反
響
を
起
し
『
と
う
に
か
し
な
く

て

は
』
と
い
う
熱
心
な
動
向
が
見
ら
れ

た
。
そ
う
し
た
盛
り
⊥
っ
た
空
気
は
、
今

年
二
月
さ
っ
、
そ
く
「
鎌
倉
市
郷
土
芸
能
保

曽
　
我
　
勝
　
治

存
協
会
」
を
紀
成
さ
せ
、
積
極
的
に
紐
紋

だ
ノ

て
、
そ
の
保
江
育
成
を
行
な
う
こ
と

に

な
り
ま
し
た
。

　
現
在
加
盟

団
休
は
、
八
雲
神
村
－
柳

倉
神
楽
：
人
船
ー
や
き
米
つ
き
唄
∴
材

木

座
ー
あ
や
め
踊
り
・
坂
ノ
T
l
l
血

川
行
列
・
小
公
谷
ー
i
は
や
し
獅
．
ー
・
御

霊
袖
H
社
－
ー
鎌
倉
一
神
淑
木
・
津
打
－
瑚
つ

き
唄
・
材
－
不
座
ー
鎌
倉
は
や
し
・
股

越－
歌
坦
目
・
大
船
i
拠
倉
は
や
し

・

材
木
座
－
1
天
王
唄
・
世
。
職
組
台
－

木
や

り
唄
・
光
明
寺
－
声
明
・
大
町
－

1
鎌
倉
は
や
し
・
江
長
L
」
1
御
詠
歌
の

十
五
団
休
を
数
え
、
〈
L
台
貝
は
百
数
十
名
を

越
え
ま
し
た
。

　
そ
し
て
木
年
度
の
計
画
と
し
て
、
特
に

若
い
後
継
者
の
育
成
と
い
う
こ
と
に
主
眼

を
置
き
、
今
秋
に
は
研
究
発
表
会
を
閉
く

こ
と
と
な
り
、
出
血
予
定
団
休
は
、
や
き

米
つ
き
唄
、
は
や
し
獅
子
、
あ
や
め
踊
り
、

一 6一

t－
F
L
：
n
w
T
こ
・
妻
仁
，
3
零
」
、
，

h

t

人
船
の
鎌
倉
け
ヤ
し
、
仁
や
り
、
御
詠
歌

パ

ー
．
川
伺
∴
1
1
い
キ
リ
ま
し
た
。
，
〆
し
て
お

ろ
出
加
団
休
の
長
七
は
、
　
「
最
近
若
い
’
t
”

生
も
二
、
三
人
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

教
え
る
の
も
弧
り
か
出
て
来
た
」
　
A
＝
i
コ

ニ

コ

と
得
首
げ
に
諸
っ
て
お
り
、
昨
今
後

謎
者
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
折
、
こ
の
団
体

の

芯
気
込
み

か
感
せ
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
払
な
盛
り
上
り
に
力
し
、
鎌
倉
市

は
、
補
助
金
、
委
託
料
の
積
極
的
な
支
援
一

に

釆

り
た
し
た
の
て
す
。
ま
だ
、
う
ぶ
声

を
上
け
た
は
か
り
の
「
鎌
倉
市
郷
土
芸
能

保
存
協
会
」
は
、
　
「
素
朴
な
芸
能
を
絶
や

す
な
」
の
ス
ロ
ー
カ
ン
の
も
と
て
全
員
一

丸
と
な
っ
て
・
尼
気
盛
ん
て
す
。

　
　
　
　
（
］
鎌
・
厄
市
ω
教
右
旦
委
［
貝
△
云
職
　
f
i
貝
）

しs⊃
、

ば鎌

s

．

、L

，
、
董
D
4
醤
遵
才
、
．
づ
．
了
、
、
ハ
、
糞
§
噌
1
己
ー
廷
ぷ
℃
匂
“
董
w
苫
．
ン
・
，
「
、

民

俗
芸
能
豆
辞
典
い

川

　
口
　
謙
治

　
　
　
　
　
　
　
り
ゆ
ハ
す
　
　
ば
ん
と
う

　

2
　
雨
乞
い
の
竜
頭
と
幡
頭

　
市
乞
い
行
事
に

は
蛇
・
竜
に
関
す
る
像

や
面
が
用
い
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。

　
蛇
は
水
辺
な
と
湿
地
帯
に
棲
息
し
、
比
日

の

人
々
は
蛇
か
長
じ
て
大
蛇
と
な
り
、
大

蛇
が
さ
ら
に
竜
と
な
り
、
神
通
力
を
得
て

天
に

登

る
と
考
え
て
い
た
。
早
天
つ
づ
き

は
、
農
作
物
を
枯
ら
し
て
し
ま
い
、
農
民

　
カ
ん
は
つ

は
日
干
泌
を
恐
れ
、
そ
ん
な
吋
に
は
市
乞
い

を
し
て
慈
雨
を
待
っ
た
。
水
辺
に
い
る
竜

蛇
は
而
を
も
た
ら
す
神
様
で
も
あ
る
。

　
県
下
に
も
竜
像
や
竜
頭
と
伝
え
ら
れ

る
神
体
を
使
い
、
ま
た
藁
な
ど
で
蛇
体
．

竜
休
を
作
っ
て
市
乞
い
行
事
を
行
な
う
と

こ
ろ
は
沢
山
あ
っ
た
。
か
つ
て
は
各
村
々

に

あ

っ

た

と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ

う
。
そ
の
一
、
二
の
例
を
紹
介
す
る
。

　
ω
横
浜
市
港
北
区
師
同
町
・
熊
野
神
社

に

は
、
十
三
個
の
木
製
小
型
の
竜
頭
が
あ

る
。
一
個
l
個
形
も
違
い
風
損
の
具
合
か

ら
み
て
も
大
早
魁
毎
に
作
ら
れ
た
も
の
た

ろ
う
。
こ
の
竜
頭
に
棒
を
つ
け
、
そ
れ
を

社
前
の
「
い
の
字
池
」
に
立
て
村
の
男
子

熊
野
神
礼
0
1
蛾
竜

’

イ・・

‘吾

：
、
こ

㌫
‖d

Ll1
’

　
；

川

が

口
々
に
市
乞
い
の
呪
言
を
唱
え
、
池
の

周

り
を
た
と
っ
て
竜
頭
に
水
を
か
け
て
而

乞
い
す

る
も
の
て
あ
る
。

　
②
藤
沢
市
大
庭
・
宗
賢
院
に
は
昭
和
六

年
頃
、
太
古
の
も
の
で
は
な
い
か
と
騒
が

れ
た

竜
頭
骨
と
伝
え
ら
れ
る
も
の
が
あ

る
。
全
長
六
十
五
㎝
、
高
さ
二
十
六
㎝
、

ア

ゴ

の

長
さ
四
十
㎝
の
大
き
さ
て
、
生
物

学
者
の
説
で
は
イ
ル
カ
の
類
の
頭
旦
目
て
は

な
い
か
と
い
う
。
壇
家
の
三
拷
家
か
ら
寄

進

さ
れ
た
も
の
で
、
早
魅
の
折
、
寺
か
ら

こ

の
竜
頭
骨
を
持
ち
出
し
、
附
近
の
小
川

で

こ
れ
に
水
を
注
ぎ
雨
乞
い
を
し
た
も
の

て

あ
る
。
我
々
が
歩
く
神
社
、
寺
で
時
折

蛇
骨
堂
を
祀
る
も
の
に
ふ
つ
か
る
が
、
そ

の

社
寺
て
の
蛇
骨
堂
に
閉
す
る
い
ろ
い
ろ

な
伝
説
を
聞
く
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、

蛇
骨
堂
は

や
は

り
而
乞
い
や
慈
雨
を
願
う

・
”
τ
　
　
　
　
オ
　
　
　
，
　
　
　
　
　
∨

F
L
　
1

農
民
の
神
て
あ
っ
た
。

　
③
伊
”
勢
原
町
丁
柏
ド
日
・
、
同
野
屋
神
‥
目
に

あ

る
陵
王
面
は
、
川
ノ
乙
面
と
し
て
特
に
目

亥
し
て
製
作
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ろ
　
二

の
陵
王
面
は
舞
楽
而
と
－
氾
い
、
竜
、
U
が
な

く
二
木
の
角
が
あ
る
。
弐
除
は
、
神
社
の

裏
手
に
あ
る
涌
泉
の
水
を
汲
ん
て
陵
王
面

に

か

け
、
そ
の
而
を
神
主
か
．
威
に
つ
け
て

礼
殿
の

前
庭
に
浄
水
を
撒
く
方
法
て
、
昭

和
初
期
に

や
っ
た
の
が
最
後
て
あ
る
。

　
　
　
　
コ
　
ヒ
　
　
　
コ
エ
ロ
ハ

　
　
　
　
　
ナ
　
　
　
ガ
　
　

　

④
幡
や
幟
を
伝
え
る
社
寺
も
多
い
か
、

幡
幟
は

布
の
た
め
庇
菜
さ
九
た
か
、
こ
れ

ら
を
竿
に
つ
る
し
た
時
の
竿
の
先
の
幡
頭

の

み
が
多
く
残
さ
ん
て
い
る
。
こ
の
幡
頂

も
竜
頭
形
を
し
た
も
の
が
多
い
。
こ
れ
も

慈
而
を
鴎
、
う
農
民
の
祈
り
の
象
徴
と
い
え

よ
う
。⑰

」尚

部
屋
神
力
の
‥
陵
王
前

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

imb

葦
董
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二
言
三
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‘
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I
r
°
l
t
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匡
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t
w
w
u
L
l
巳
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I
t
l
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男
t
L
き
t
↑
長
1
き
匿
巳
．
．



会員の

こん驚

箱
根
湯
立
獅
子
舞
見
学
記

τ
－
　
手
　
W
・

’

　
箱
根
揚
立
の
獅
子
舞
は
、
昨
年
協
会
か

発
足
し
た
と
き
映
画
で
見
せ
て
も
ら
っ
て

い
た

の

で
、
見
学
会
に
は
是
非
参
加
し
た

い
と
思
づ
．
て
い
た
。

　
当
日
三
月
二
十
七
日
は
、
春
と
は
い
え

ま
だ
箱
根
や
丹
沢
に
は
雪
が
あ
っ
て
、
風

が

冷
た
く
肌
寒
い
日
で
あ
L
た
。
八
時
四

十
五

分
藤
沢
駅
集
合
て
、
県
北
の
斗
久
井

か

ら
だ
と
1
T
つ
ら
か
．
’
た
が
、
遅
れ
て

は

と
気
込
ん
だ
た
め
か
、
八
時
ち
ょ
、
，
と

過
ぎ
に
は
着
い
て
し
ま
っ
た
。

　
親
友
の
杉
崎
さ
ん
と
並
ん
で
パ
ス
は
中

程
に

席
を
と
っ
た
が
、
前
も
後
も
知
ら
な

い

人
は
か
り
。
て
も
、
民
俗
芸
能
を
見
て

心

を
洗
い
た
い
気
持
は
1
つ
で
、
そ
の
点

気
の

お
け

る
同
志
だ
と
思
う
。
な
に
を
し

な
け
九
は
な
ら
な
い
と
い
う
事
が
な
い
こ

う
し
た
ハ
ス
旅
行
っ
て
な
ん
て
い
い
も
の

だ
ろ
う
。
窓
外
を
せ
わ
し
げ
に
行
き
交
う

人
達
よ
り
、
今
日
は
自
一
分
達
の
方
が
よ
ほ

＿

天
　
野

益

と
ゆ
と
り
が
あ
り
そ
う
に
思
え
て
、
心
は

ウ
キ
ウ
キ
と
は
す
む
の
で
あ
る
。

　
車
は
や
が
て

小
田
原
に
着
く
。
こ
こ
て

当
日
の
講
師
で
あ
る
氷
田
先
生
が
乗
車
さ

れ

る
。
こ
れ
か
ら
道
は
湯
本
の
箱
根
新
道

を
通
っ
て
箱
恨
へ
と
の
ぼ
る
の
て
あ
る

が
、
宗
匠
頭
巾
を
か
む
っ
て
、
一
見
茶
人
の

よ
う
な
先
生
の
、
箱
根
旧
街
道
の
こ
と
、

石
仏
の
こ

と
、
芦
の
湖
の
こ
と
な
と
懇
切

な
説
明
に
、
み
な
か
た
つ
を
の
ん
で
聞
き

入

る
の
て
あ
っ
た
。
人
徳
と
い
う
の
だ
ろ

う
か
、
先
生
の
ぞ
は
に
い
る
と
あ
た
り
が

和
ん
で
春
瓜
胎
蕩
で
あ
る
。

　
小

田
原
の
海
岸
あ
た
り
は
。
道
端
の
木

々

も
芽
吹
い
て
い
た
が
、
箱
根
に
き
て
み

る
と
ま
だ
つ
ぼ
み
も
か
た
い
。
そ
れ
と
こ

ろ
か
と
こ
ろ
と
こ
ろ
に
雪
が
あ
る
と
感
心

し
な
が
ら
巨
杉
う
っ
そ
う
と
し
た
箱
根
神

社
に
着
い
た
。
こ
の
お
宮
に
は
幾
度
も
来

て

い

る
が
、
湯
釜
の
こ
と
、
万
巻
上
人
の

像
な
と
、
そ
の
由
っ
て
来
た
る
と
こ
ろ
を

聞
い
て
今
更
遠
い
先
人
を
思
う
。

　

こ
こ
で
各
自
携
行
の
食
事
を
し
、
一
時

三
十
分
、
仙
石
原
の
公
民
館
に
着
い
た
。

こ

こ
で
は
、
木
賀
温
泉
つ
た
や
旅
館
主
沢

田

秀
三
郎
さ
ん
の
好
意
て
、
同
氏
秘
蔵
の

箱
根
絵
巻
か
拝
見

で
き
た
。
流
麗
て
せ
ん

細
な
こ
の
絵
巻
は
、
今
か
ら
凡
そ
百
五
十

年
前
沢
田

家
何
代
目
か
の
先
祖
の
作
と
伝

え

ら
れ
、
獣
い
々
と
し
て
こ
れ
を
尽
示
し
て

く
れ
る
沢
田
さ
ん
は
、
ひ
げ
の
中
に
顔
が

あ
る
よ
う
な
人
で
あ
）
た
。

　
そ

こ
へ
町
の
住
民
課
長
さ
ん
が
獅
子
舞

へ
案
内
す
る
と
見
え
た
。
車
の
は
げ
し
い

停
留
所
付
近
を
山
手
へ
の
ほ
る
細
道
が
諏

訪
神
社
の
入
口
て
、
金
角
屋
た
の
、
オ
テ

ン

屋
だ

の
、
オ
モ
チ
ャ
屋
た
の
が
さ
さ
や

か
な
出
店
を
並
べ
て
い
る
。

　
県
道
か

ら
三
百
メ
ー
ト
ル
位
て
突
き
当

り
と
胸
を
突
く
よ
う
な
石
段
、
そ
の
上
が

古
び
た
社
屋
、
石
段
の
手
前
左
側
が
青
い

藻
て
底
の
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
池
で
あ

る
。
獅
子
舞
保
存
会
の
方
が
笑
顔
て
迎
え

入
れ
て

く
れ
る
。
だ
が
、
我
々
の
た
め
に

席
を
と
っ
．
て
く
れ
た
の
に
は
全
く
恐
縮
し

た
。

　

獅
子
舞
は
一
段
階
が
す
ん
て
こ
れ
か
ら

本
番
に
入
る
と
い
う
。
旭
の
前
に
大
き
な

三
ズ
ミ
ζ
1
ζ
．
．
ぢ
：
ノ
杏
、
コ
・
三
・
ヨ
・
了
え
沽
ξ
き
凍
“
’
w
w
e
w

箏
．
津
ー
・
ん
ら
九
2
5
x
）
　
t
j
火
が
た
か
れ
て
い

Z
。
1
1
前
正
川
4
1
段
ト
て
行
な
わ
れ
て
い

る
手
舞
に
、
先
止
が
堺
手
の
足
運
ひ
を
1
1

よ
と
い
つ
。
あ
れ
に
は
七
五
三
の
リ
ズ
ム

か

あ
ろ
そ
つ
だ
。

　
や
が
て
誰
か
が
「
こ
れ
か
ら
が
大
変
だ

よ
」
と
さ
さ
や
い
た
。
煮
え
た
き
っ
た
日
働

釜
の
前
て
笛
、
う
た
を
つ
と
め
た
白
衣
の

若
者
の
一
団
が
い
つ
か
い
な
く
な
っ
た
と

思
．
ノ
た
ら
、
突
然
、
下
帯
一
つ
と
な
っ
て

石
段
を
か
け
下
り
て
く
る
。
単
調
な
佃
州
に

あ

き
た
見
物
の
皿
U
K
を
つ
く
素
晴
し
い
演

出
て
あ
る
。
右
と
は
名
の
万
、
ま
だ
寒
風

肌
を
さ
す
箱
根
の
仙
石
原
て
素
．
、
裸
と
は

嶋
い
た
。
若
者
の
見
事
な
裸
体
、
ふ
だ
ん

裸
に
な
ら
な
い
人
の
肌
か
、
恥
ち
ら
い
を

含
ん
で
ピ
チ
ピ
チ
と
は
つ
ん
て
い
る
。
み

凋子塀が始まるのを行つ会Rt

な
、
頭
髪
．
を
整
え
、
青
を
そ
T
て
こ
こ
に

臨
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
生
れ
た
ま
ま
の
姿

で
急
な
石
段
を
か
け
下
る
若
者
の
姿
こ
そ

見
る
者
に
こ
の
上
な
い
生
の
喜
び
を
弓
え

る
の
た
。

　
先
生
が

こ
の
行
事
は
成
人
を
祝
う
元
服

の
祭
り
で
あ
る
と
い
っ
た
が
、
こ
こ
に
会

す

る
者
の
半
分
は
女
性
の
よ
う
だ
。
裸
の

人
の

若
妻

は
、
自
分
の
肌
を
見
ら
れ
る
よ

う
に
顔
を
そ
む
け
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
老

い
た

女
性
は
か
つ
て
の
性
を
思
い
、
里
の

娘
は

見
る
よ
う
な
見
な
い
よ
う
な
ふ
り
を

し
て
、
実
は
強
列
な
刺
激
に
し
び
れ
て
い

る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

ワ
ノ
シ
ョ
イ
、
ワ
ノ
シ
ョ
イ
と
さ
け
び

な
が
ら
裸
の
一
団
が
私
達
の
前
を
か
け
過

ぎ
て
、
前
の
池
ヘ
ザ
ザ
ノ
と
飛
ひ
込
ん
だ
。

旭
は
魚
も
動
け
な
い
よ
う
に
冷
た
い
筈

だ
。
深
さ
は
腰
上
だ
が
珍
ら
し
く
海
中
の

よ
う
に
水
草
が
生
え
て
い
る
。
は
た
し
て

け
か
を
し
な
い
だ
ろ
う
か
と
ふ
と
思
う
。

　
み

そ
ぎ
を
終
え
た
若
者
達
が
水
し
ぶ
き

と
共
に
再
ひ
石
段
の
上
に
消
え
る
と
、
い

よ
い
よ
釜
前
て
の
舞
で
あ
る
。
沸
々
と
た

ぎ
る
釜
の
中
へ
能
、
笹
の
葉
た
ば
が
浸
さ

れ
、
こ
れ
を
捧
げ
て
石
段
を
馳
け
上
り
、
馳

け
下
る
事
数
度
、
最
後
に
参
会
者
の
頭
」

に

湯
笹
を
振
っ
て
浄
め
が
行
な
わ
れ
る
。

i
県
内
民
俗
行
事
一
覧

　
　
　
　
　
　
　
　

（
七
月
～
九
月
）

7
月
7
日
　
平
塚
の
七
夕
祭

　
　
平

塚
市
内
　
　
　
　
　
②
一
七
〇
〇

　
10

日
　
八
坂
神
社
の
ハ
ヤ
シ
獅
子
舞

　
　
大
磯
町
西
小
磯
　
　
　
⑥
一
一
四
六

　
第

2
日
　
福
田
神
社
の
ハ
ヤ
シ
獅
子
舞

　
　
大
和
市
福

田
　
　
　
　
勧
一
九
九
三

　
12

日
　
毘
沙
門
・
大
釆
の
獅
子
烈

　
　
三
油
市
毘
沙
門
　
　
　
倒
〇
七
五
入

　
12

日
　
雷
神
社
の
ハ
ヤ
シ
獅
子
舞

　
　
横
須
賀
市
追
浜
本
町
　
6
5
1
1
1
二
八
五

　
14

日
　
入
坂
神
社
祭
（
天
王
祭
）

　
　

藤
沢
市
江
の
島
　
　
⑳
四
二
一
四

　

N
日
　
昇
船
祭

　
　
横
須
賀
市
久
里
浜
　
　
⑫
四
o
O
o

　
14

日
　
八
坂
神
社
の
お
礼
ま
き
踊

　
　
横
浜
市
戸
塚

区
戸
塚
町
鋤
八
〇
六
五

　
14

’

15

日
　
大
美
和
神
社
の
鹿
島
踊

　
　
小

田
原
市
江
の
浦
　
　
㈲
〇
三
六
五

　
15

日
　
茅
ケ
崎
海
岸
浜
降
祭

　
　
茅
ケ
崎
南
湖
侮
岸
　
　
6
2
八
二
〇
〇

　
15

日
　
入
幡
宮
の
頑
園
q

　
　
横
浜
市
金
沢
区
富
岡
町
㎜
七
三
九
三

　
15

日
　
諏
訪
神
社
の
易
立
獅
子
魏

　
　
箱
根
町
宮
城
野
　
　
②
二
三
一
五

　
15

日
　
走
水
神
社
の
船
祭

　
　
横
須
賀
市
走
水
　
　
　
4
0
四
＝
三

こ
の
水
を
浴
び
る
と
そ
の
年
風
邪
を
引
か

ぬ

と
も
い
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
潔
斎
し

て

神
前
に
舞
を
納
め
、
神
の
心
を
鎮
め
て

五
穀
豊
穣
、
家
内
万
全
、
子
孫
繁
，
父
を
祈

る
祭
り
の
形
が
こ
れ
で
終
る
の
だ
ろ
う
。

効、

湯
に
浸
し
た
笹
も
ふ
り
か
か
る
時
は
温

水

て
、
人
間
が
月
に
飛
ぶ
1
4
学
万
能
時
代

に

は

凡
そ
割

り
き
れ
な
い
が
、
先
生
は
こ

う
し
た
民
俗
行
事
の
心
の
ふ
る
さ
と
が
あ

っ

て
、
我
々
は
あ
く
ま
で
こ
う
し
た
民
俗

行
事

を
残
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
結
は

れ
る
。

　
舞
が
終
っ
て
釜
が
倒
さ
れ
、
そ
の
湯
で

火
を
消
す
と
白
衣
の
若
者
達
が
皿
、
事
終
了

を
抱
き
合
う
様
に
し
て
士
暑
ん
て
い
る
。
ご

苦
労
さ
ま
／
　
私
達
は
心
か
ら
彼
等
の
幸

を
祈
り
神
社
に
お
参
り
し
た
。
時
計
を
見

る
と
三
叶
を
す
ぎ
て
い
る
。
曲
り
曲
り
の

帰
り
の
バ
ス
の
中
て
、
こ
ん
な
い
い
催
し

を
な
ぜ
も
っ
と
多
く
の
人
が
参
加
し
な
い

の
だ

ろ
う
。
こ
の
次
の
見
学
会
に
は
も
っ

と
も
っ
と
多
く
の
人
に
出
て
も
ら
う
様
に

で

き
な
い
も
の
か
。
異
口
同
音
の
こ
の
願

い
が

あ
え
て
こ
の
拙
い
見
学
記
と
な
っ
た

も
の
で
あ
る
。
小
田
原
、
平
塚
を
経
て
藤

沢
に
至
り
再
会
を
約
し
て
解
散
し
た
の
が

夕
や
み
の
迫
る
五
時
半
で
あ
っ
た
。

　
　

（
津
久
井
町
文
化
財
保
護
委
員
）

一 S一

護
藷
蓼
，
♂
ぺ
、
“
．
、

15

日
　
入
幡
神
杜
の
船
祭
・
湯
花
神
楽

　

横
須
賀
市
鴨
居
　
　
　
ω
五
三
ら
O

山
・
句
　
瀬
戸
袖
‥
社
の
川
惚
化
抽
‥
楽

　
　
横
浜
市
●
沢
‥
区
六
浦
｝
町
㎜
九
九
九
ニ

　
ー8

日
　
侮
南
神
社
の
行
道
獅
r

　
　
三

浦
市
三
崎
町
侮
南
6
9
三
〇
三
八

　
18

日
　
高
来
神
社
の
船
祭

　
　
大
磯
町
高
麗

　
　
　
　
⑥
一
一
四
六

　
20

日
　
諏
訪
神
社
の
獅
子
佃
列

　
　
愛
川
町
三
増
　
　
　
　
6
0
0
四
六
六

　
20

日
　
白
幡
八
幡
神
社
の
弥
宜
舞

　
　
川
崎
市
平
　
　
　
　
　
⑪
五
六
三
九

　
22

日
　
入
坂
神
社
の
ハ
ヤ
シ
獅
子
舞

　
　
三

浦
市
南
下
浦
町
金
田
㊥
〇
七
五
八

　
25

日
　
御
霊
神
社
の
御
供
流
し

　
　
鎌
倉
市
坂
の

下
　
　
　
⑳
1
1
1
1
I
五
　
1

　
2
7
・
2
8
日
　
貴
船
神
社
の
船
祭
・
鹿
島
踊

　
　
真
⌒
暢
町
真
砧
偶
　
　
　
　
　
㈱
○
〇
六
山
ハ

　
31

日
　
湖
上
祭
（
竜
神
祭
）

　
　
箱
根
町
芦
の
湖
　
　
　
③
A
〈
O
ご
1
1

　
31

日
　
寒
田
神
社
の
大
名
行
列

　
　
松
田
町
惣
領
　
　
　
8
2
0
五
七
三

8
月
1
日
　
素
驚
神
社
の
鹿
島
踊

　
　
湯
河
原
町
吉
浜
　
　
　
二
九
二
三

　

3
日
　
諏
訪
神
社
の
ハ
ヤ
シ
獅
子
舞

　
　
津
久
井
町
青
山
　
　
　
鋤
ニ
ニ
九
九

　

7
日
　
大
磯
の
七
夕
祭

　
　
大
磯
町
東
小
磯
　
　
　
㈲
〇
九
一
〇

一 9一

璽
髪
灘
墨
霧
∵

”
　
　
　
．

吟

”
否
’
　
’

4
　
t

ー

’

ご
．

t



H
ム

シ

4士
L　
i

国
府
祭
の
横
顔

丸
　
山
　
久
　
子

　
五
月
五
日
、
端
午
の
節
供
、
子
供
の
日
、

降
ら
ず
照
ら
す
、
緑
は
う
い
う
い
し
く
空

気
は
お

い

し
く
、
若
巣
の
匂
い
と
鳥
の
声

と
い
う
恵
ま
れ
た
一
日
、
私
た
ち
は
こ
う

の

ま
ち
を
見
た
。
見
学
と
云
う
べ
き
て
あ

“

た

か
、
毎
日
を
叶
刻
て
き
ざ
ま
れ
て
い

る
よ
う
な
生
活
か
ら
徹
底
的
に
解
放
さ
れ

て
、
お
祭
り
の
群
衆
の
中
を
、
た
だ
快
く
、

う
っ
と
り
と
楽
し
ん
て
歩
き
ま
わ
っ
た
と

云

う
方
が
、
私
な
と
の
場
合
随
当
か
も
し

れ
な
い
。

　
県
の
無
形
民
俗
資
料
に
堂
択
さ
れ
て
い

る
こ
の
お
祭
り
を
、
文
字
だ
け
て
な
く
一

亙
は
実
際
に
見
た
い
と
思
っ
て
は
い
た

が
、
思
い
が
け
な
く
い
い
機
会
に
恵
ま
れ
、

民
俗
芸

能
保
存
協
会
の
方
々
と
バ
ス
て
刊

揃
山
に
向
う
。
化
粧
塚
と
呼
は
れ
る
小
高

い
同
の
中
腹
の
芝
生
の
中
に
降
臨
石
が
あ

さ
や
か
に
位
置
し
て
い
る
。
そ
の
後
の
永

田
先
生
の
解
説
に
よ
っ
て
、
こ
の
石
の
位

置
は
古
記
録
に
見
え
る
も
の
と
全
く
異
な

　
っ
て
い
な
い
こ
と
を
知
，
た
。
一
宮
以
下

獅
々
に
糾
皿
、
力
到
イ
川
さ
九
ξ
．
．
た
ん
た
ん

I“
　
g
”
一

　

団
体
会
員
紹
介
⇔

　
　

3
　
ち
，
　
ヒ
、
＼
ら
こ
保
存
八
ム

　

ナ
　
ユ
　
　
L
r
一
7
コ
け
｝
、
　
油
‥
n
砲
一
二
“
阿
の
“
化
暮

・

仲
崎
地
区
に
保
存
さ
れ
て
い
る
歌
塀
で

七
・
八
才
か
ら
～
十
二
・
三
才
ま
で
の
重

〃
ス
が
十
～
二
十
人
く
ら
い
て
餌
踊
し
、
老

娼
や
中
年
の
主
婦
た
ち
が
十
人
ぐ
ら
い
で

歌
う
。
楽
2
3
は
な
い
。

　
そ
の
史
証
と
し
て
宝
暦
六
年
（
一
七
五

六
）
出
版
の
木
目
草
也
遺
稿
コ
ニ
崎
志
」

が

あ
る
。
年
中
行
事
の
左
義
長
の
項
の
次

に

〃
初
瀬
踊
l
名
日
ヤ
リ
、
十
五
日
女
児

集
リ
踊
ル
”
と
あ
る
。
い
ま
は
「
チ
ャ
ノ

キ
ラ
コ
」
と
い
う
。
チ
「
ノ
キ
ラ
コ
と
は

二
本
の
綾
竹
を
打
ち
人
口
わ
せ
る
音
か
ら
生

れ

た
名
で
、
そ
れ
が
踊
り
の
E
v
6
称
と
な
，

て

い

る
。
踊
り
は
ハ
ツ
ィ
セ
・
二
木
踊
．

鎌
倉
仙
・
チ
ャ
ノ
キ
ラ
コ
・
よ
さ
さ
節
．

お

伊
勢
参
り
の
六
種
て
あ
る
。
衣
裳
は
正

月
の
嶋
れ
着
が
木
来
の
妥
て
あ
る
が
、
現

在
は

千
早
に
朱
の
袴
、
金
色
の
立
月
帽
子

に

花
か
ん
さ
し
を
着
用
し
て
い
る
こ
と
が

多
い
。
六
種
の
踊
り
の
持
物
は
、
チ
ャ
ノ

キ
ラ
コ
の
コ
キ
リ
コ
（
綾
竹
）
、
二
本
踊

の

二
木
の
屑
、
ほ
か
は
す
へ
て
扇
一
木
だ

け
て
あ
る
。
踊
り
の
形
態
は
、
お
伊
勢
参

り
だ
け
円
舞
で
ほ
か
は
す
べ
て
二
列
に
並

ん

で

向
い
あ
っ
て
踊
る
。
歌
詞
の
中
に
は

と
盛
り
上
，
て
来
る
祭
り
の
興
奮
を
感
し

な
が
ら
坐
；
て
見
て
い
る
と
、
向
う
の
・
万

て

何
か

と
よ
め
き
が
起
っ
た
。
川
匂
神
社

の

チ

マ

キ
行
事
で
あ
る
。
俵
の
中
に
つ
め

た

小
さ
な
餅
が
撒
か
れ
、
そ
れ
を
拾
お
う

と
す
る
人
々
の
ど
よ
め
き
で
あ
っ
た
。
五

ミ
リ
角
で
一
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
の
長
さ
の
白

い

切
餅
て
、
私
の
足
許
に
も
と
ん
て
来

た
。　

正
午
、
「
座
間
答
」
が
は
し
ま
る
。
前
後
約

三
十
分
、
無
言
の
う
ち
に
す
す
め
ら
れ
て

「
い

つ
れ
明
年
ま
で
」
と
い
う
一
声
で
終

る
こ
の
神
事
を
見
て
い
る
と
、
言
葉
に
云

い

あ
ら
わ
せ
な
い
感
動
が
わ
い
て
く
る
。

　

ま
ち
ー
ま
つ
り
－
は
、
謹
ん
で
神
の
来

臨

を
待
ち
、
迎
え
て
歓
待
し
申
す
こ
と
だ

と
き
い
て
い
る
。
年
に
一
回
の
こ
の
日
、

神
人
と
も
に
喜
び
楽
し
む
日
て
あ
る
こ
と

も
き
い
て
い
る
。
私
も
い
つ
か
文
化
財
の

見
学
者
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
、
楽
し
い
気

分
に
な
．
て
行
く
。
神
揃
山
か
ら
六
所
明

神
に
向
う
み
ち
、
屋
台
店
の
瓜
車
や
風
船
、

お
で
ん
や
焼
き
い
か
の
匂
い
が
気
に
な

り
、
木
を
く
り
ぬ
い
た
こ
ね
は
ち
や
、
鮨

桶
が

ほ

し
く
な
り
、
長
髪
に
派
手
な
シ
ャ

　
ツ
を
着
て
胸
を
あ
け
た
若
者
の
表
情
に
興

K
を
克
え
、
老
婆
に
つ
れ
ら
れ
た
子
供
の

持
つ
棉
お
め
に
心
を
ひ
か
九
る
。
み
ん
な

v
l
i

●　吉

　？tlill；ii　lluて永「［1先生の解説を聞く会員

か
体
中
の
節
々
を
の
は
し
、
皮
唐
を
の
は

し
た
よ
う
な
感
し
て
、
初
夏
の
陽
の
中
を

そ
ろ
そ
ろ
と
、
ゆ
（
く
り
歩
い
て
行
く
。

　
萄
日
、
腕
－
旧
司
と
に
ら
め
っ
こ
を
し
な

が

ら
、
ラ
ノ
シ
ュ
の
電
車
に
も
ま
れ
て
遠

く
へ
通
勤
し
て
い
る
人
も
沢
山
居
る
て
あ

ろ
う
が
、
今
日
は
か
り
は
そ
ん
な
表
情
は

と
こ
に
も
感
じ
ら
れ
な
い
。
祭
り
の
形
は

昔
か

ら
幾
ら
か
つ
つ
の
変
遷
は
あ
っ
た
ろ

う
か
、
こ
の
心
持
ち
は
か
り
は
も
と
の
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヰ
　
　

ま
て
は
な
い
た
ろ
う
カ

　
よ
い
見
学
者
と
は
云
え
な
か
っ
た
か
も

し
れ
な
い
私
も
、
祭
り
の
心
持
ち
を
じ
か

に

経
験

し
た
こ
と
に
満
足
し
て
、
お
土
産

の

か
や

の
葉
に

つ
つ
ん
た
綜
を
持
っ
て
帰

り
の
バ
ス
に
釆
り
こ
ん
だ
。

　
　
　
　
（
藤
沢
市
文
化
財
保
護
委
員
）

第

1
又
は
第
2
日
　
お
馬
流
し

　
川
横
浜
市
中
区
－
不
牧
町
　
㎜
［
七
六
一
一

14
・

15

日
　
弘
法
山
の
百
八
松
明

　
秦
野
市
弘

法
山
　
　
　
6
0
五
l
1
1

第
2
日
　
八
幡
神
社
の
獅
子
魏

　

川
崎
市
小
向
　
　
　
　
6
0
三
四
〇
入

15

日
　
八
幡
神
社
の
邪
楽

　

平
塚
司
叩
戌
問
町
　
　
⑳
〇
一
二
四

16

日
大
文
字
焼

　

箱
根
町
宮
城
野
明
星
岳
⑤
七
l
1
1

16

日
　
お
抽
霊
流
し

　

三
涌
市
三
戸
　
　
　
勧
一
二
四
一

17

日
　
皇
太
神
宮
の
人
形
山
車
・
湯
口
化

　

神
楽
　
藤
沢
市
鵠
沼
　
励
九
九
〇
〇

21

日
　
森
山
神
引
の
川
胆
司
神
斗
．
。
吻
．
化

　

神
楽
　
葉
山
町
一
色
　
⑮
〇
四
l
八

　
2
2
日
　
諏
訪
神
社
の
獅
子
烈

　

岸
久
男
町
鳥
屋
　
　
　
（
鳥
屋
）
三
七

　
2
6
日
　
御
嶽
神
社
の
獅
子
舞

　

相
摸
原
市
下
九
沢
　
　
6
2
＝
二
六
九

　
2
7
日
　
諏
訪
神
社
の
獅
子
舞

　
　
相
疸
原
市
大

島
　
　
6
2
九
二
五
六

　
28

日
　
阿
夫
利
神
社
の
倭
劉
．
巫
子
佃
列

　
　
伊
勢
原
町
大
山
　
　
　
鯛
二
〇
二
二

9
月
3
口
　
栗
原
神
社
の
ハ
ヤ
シ
獅
子
魏

　
　
座
間
町
栗
原
　
　
　
　
㈲
○
入
八
五

　
11

～
1
3
日
　
竜
口
寺
の
御
会
式

　
　
膝
沢
市
片
瀬
　
　
　
　
㎝
四
三
τ
ハ

一 10一

二
三
・
三
・
三
三
て
至
三
三
き
妻
ざ
、
一
・
言
‖
遣
葺
嚢
蓑
蓬
藷
ヨ
逼
護
頁
議
．
戊
コ
菖
藷
淳
i
↓
、
ー
÷
、
葺
才
ヨ
弓
封
．
一

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
1
　
　
　
　
，

中
世
に
さ
か
の
ぼ
る
古
謡
が
あ
る
。
簡
潔

な
踊
り
方
は
よ
く
少
女
の
消
純
さ
と
調
和

し
、
全
国
的
に
頚
例
の
乏
し
い
民
俗
芸
能

で

あ

る
．
　
一
月
十
五
口
午
前
十
吋
か
ら
本

宮
抵
、
海
南
神
社
そ
の
他
町
内
有
志
の
家

々

て

踊
る
。

　
現
在
会

員
数
は
、
音
頭
取
り
九
人
、
踊

り
子
十
二
人
、
そ
の
他
仲
崎
・
花
暮
区
の

区
役
員
及
び
有
志
と
チ
ャ
ノ
キ
ラ
コ
に

関
心
を
も
つ
市
内
の
有
志
七
十
八
名
て
あ

る
。
市
民
は
チ
ャ
ノ
キ
ラ
コ
の
保
存
に
強

い
情
熱
と
誇
り
を
も
っ
て
い
る
。
会
長
は

宮
口
若
太
郎
氏
（
三
浦
市
三
崎
ニ
ー
三
ー

二
）
て
あ
る
。

　
な
お
、
チ
ャ
ノ
キ
ラ
コ
は
昭
和
四
十
年

五

月
十
四
日
に
県
無
形
文
化
E
に
指
定
さ

れ
、
本
年
六
月
八
日
に
は
国
無
形
文
化
財

に

選
択

さ
れ
た
。
こ
れ
か
ら
の
発
展
が
期

待
さ
九
る
。

　
　
　
　
　
　
　

（表
紙
写
真
参
照
）コキリコ　（右側）と扇

　
　

協
l
会
日
一
誌

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

一

44

年
7
月
1
4
日
　
神
棄
川
県
民
俗
芸
能
保

，

存
協
会
設
立
総
会
を
横
浜
市
中
区
・
勤

　

労
会
館
で
開
催
。
出
鳥
者
9
5
名
。

9
月
1
0
［
　
芸
能
入
会
に
関
す
る
常
任
別

　

事
会

を
相
模
原
市
民
会
館
で
開
催
。

10

月
2
9
日
　
第
6
回
県
民
俗
芸
能
大
会
を

　

相
模
原
市
民
会
館
で

開
催
。
出
演
団
体

　

1
5
。
槻
客
約
細
名
。

11

月
2
4
日
　
常
任
理
事
会
を
児
庁
て
閉
借

　

民
俗
芸
能
鑑
賞
会
彗
に
つ
い
て
審
議
。

12

月
1
0
日
会
報
の
創
刊
号
を
発
刊
。
同

　

時
に
会
員
証
と
会
員
名
簿
を
発
行
。

12

月
U
日
　
映
画
鑑
賞
会
を
伊
勢
原
町
公

　

民
館
で
開
催
。
参
会
者
約
5
0
名
。

45

年

1
月
1
8
日
　
民
俗
芸
能
「
に
わ
か
」

　

を
回
立
劇
場
で
鑑
賞
。
参
加
者
2
7
名
。

3
月
2
4
日
　
理
事
会
を
県
庁
で
開
催
。
4
5

　

年
度
事
業
計
画
等
に
つ
い
て
審
議
。

3
月
2
7
日
　
「
湯
立
獅
子
舞
」
　
（
箱
根
町

　
仙
石
原
）
を
見
学
。
参
加
者
2
9
名
。

4
月
2
2
日
　
総
会
及
ひ
理
事
会
を
横
浜
市

　
－
叩
区
・
農
業
会
館
で
開
催
。
4
5
年
度
事

　

業
計
画
・
予
算
等
を
可
決
承
認
。

5
月
5
日
　
「
国
府
祭
」
　
（
大
磯
町
国
府

　

木
郷
）
を
見
学
。
参
加
者
6
8
名
。

6
月
1
5
日
　
映
画
鑑
賞
会
を
橘
町
前
川
・

　

福
祉
会
館
で
開
催
。
参
会
者
約
9
0
名
。

皿
日
　
薬
帥
堂
の
獅
子
欝

　

川
崎
市
菅
　
　
　
　
　
o
o
七
一
九
八

　
　
　
　
ヤ
オ
ト
　
メ

ー5

日
　
八
乙
女
舞
（
鶴
岡
八
幡
宮
）

　

鎌
ム
4
2
市
雪
ノ
ド
　
　
　
脚
〇
三
一
五

　
16

口
　
鶴
同
八
幡
宮
の
、
流
鏑
1
ー
ノ

　
ー7

日
　
御
霊
神
礼
の
n
吻
“
化
神
楽

　
　
鎌
倉
市
梶
原

　
17

日
　
能
野
神
社
の
湯
花
神
楽

　
　
横
浜
市
金
沢
区
朝
比
奈

　
18

日
　
御
霊
神
社
の
面
拙
行
列
・
湯
花

　
　
神
楽
鎌
倉
市
坂
の
下
0
2
三
二
五
一

　
18

日
　
若
宮
神
社
の
湯
花
神
楽

　
　
三
油
市
初
声
下
宮
田
　
㈱
〇
七
五
入

　
19

日
　
．
寒
川
神
社
の
流
鏑
圧
、

　
　
寒

川
町
宮
山
　
　
　
　
7
9
0
0
0
四

　
12

日
　
高
石
神
明
社
祭

　
　
川

崎
市

百
合
丘
　
　
　
⑯
三
〇
五
七

　
24

日
　
能
、
野
神
社
の
湯
花
神
楽

　
　
鎌
倉
市
大
船
宮
前

　
25

日
　
北
町
神
社
の
湯
花
神
楽

　
　
鎌
倉
市
山
崎
　
　
　
⑫
1
1
1
1
I
五
　
1

　
25

日
　
八
幡
宮
の
湯
花
神
楽

　
　
横
浜
市
金
沢
区
富
岡
町
㎜
七
三
九
三

◎
　
現
地
に
行
く
際
は
、
事
前
に
実
施
す

る
か
と
う
か
確
記
し
て
T
さ
い
。
　
（
電
話

は
、
所
在
地
の
T
の
数
字
て
す
。
）

◎
　
10

月
か
ら
皿
月
ま
て
の
民
俗
行
事
は

次
号
に
掲
載
し
ま
す
。

一 11一

蔭
建
巨
覧
竃
、

蓑
ざ



　
ヤ
ツ
ふ
「
ラ
コ
」
　
（
一
二
浦
市
一
二
崎
町
）
が
瀧
遷

ば

れ

た
。
心
か
ら
お
祝
い
す
る
と
と
も
に

今
後
の

発
展
を
お
祈
り
し
ま
す
。

▽

…
横
浜
市
金
沢
区
六
浦
町
六
浦
三
〇
〇

九
の

九

五
、
中
野
郁
太
郎
（
芸
名
・
菅
野

序
柳
）
氏
は
、
　
「
一
中
節
」
の
唄
い
手
と

し
て
同
様
選
択
さ
れ
た
。

▽

…
鎌
倉
市
教
育
委
員
会
は
、
鎌
倉
市
内

の

民

俗
芸
能
を
保
護
育
成
す
る
た
め
、
別

掲
の
と
お
り
本
年
2
月
2
日
に
「
鎌
倉
市

郷
土
芸

能
保
存
協
会
」
を
設
立
し
た
。
詳

細
は
市
社
会
教
育
課
へ
ど
う
ぞ
。

▽

…
7
月
2
9
日
、
東
京
有
楽
町
の
東
京
宝

塚

劇
場
で
日
本
演
劇
協
会
主
催
の
民
俗
芸

能
だ
け
の
「
演
劇
祭
」
が
開
催
さ
れ
る
。

本
県
か

ら
は
「
あ
め
や
踊
」
　
（
三
浦
市
南

下
浦
町
菊
名
）
が
出
演
の
予
定
。

▽

…
8
月
2
1
日
（
金
）
栃
木
県
宇
都
宮
市

に

お

い

て
、
関
東
甲
信
越
静
の
民
俗
芸
能

を
一
堂
に
集
め
て
公
開
す
る
「
第
1
2
回
関

東
ブ
ロ
ッ
ク
民
俗
芸
能
大
会
」
が
催
さ
れ

る
が
、
木
県
か
ら
は
「
相
模
人
形
芝
居
・

下
中
座
」
　
（
橘
町
小
竹
）
が
出
演
す
る
。

▼
…
県
教
育
委
員
会
で
は
、
県
指
定
無
形

交
化
財
の
記
録
映
画
を
4
2
年
か
ら
作
成
し

て

い

る
が
今
年
は
「
虎
踊
」
　
（
横
須
賀
市

西
浦
賀
町
）
と
r
チ
ャ
ッ
キ
ラ
コ
」
（
三
浦

市
三
崎
町
）
を
撮
影
す
る
。

▼

…
「
第
7
回
神
奈
川
県
民
俗
芸
能
大
会
」

は
、
1
0
月
4
日
（
日
）
小
田
原
市
民
会
館

で

開
催
さ
れ
る
。
出
演
芸
能
は
次
の
と
お

り
。　

　
　
第
一
部

1
寿
獅
子
舞
　
　
　
　
　
　
　
小
田
原
市

2
神
代
神
楽
〃
天
孫
降
臨
”
　
　
横
浜
市

3
神
奈
川
の
民
謡

　
ω
三
崎
甚
句
’
ダ
ン
チ
ョ
ネ
節
三
浦
市

　
②
野
毛
山
節

　
㈲
箱
根
馬
子
唄
・
長
持
唄

4
鳥
屋
の
獅
子
舞

5
鹿
島
踊
り

　
　
　
第
二
部

1
小
田
原
雌
子

2
百
万
遍
念
仏
付
獅
子
舞

3
民
謡
仕
事
唄
集

　
ω
酒
造

り
唄

　
②
鎌
倉
の

田
植
唄

　
③
網
引
き
唄

　
㈲

大
磯
の
麦
打
唄

4
足
柄
さ
さ
ら
踊
り

湯
河
原
町

津

久箱横
井根浜
町町市

小
田
原
市

　
山

北
町

小
田

原
地
方

　
　
鎌
倉
市

　
小
田
原
市

　
　
大
磯
町

　
南
足
柄
町

5
人
形
芝
居
〃
先
代
萩
”
　
　
　
厚
木
市

▽
…
協
会
の
主
な
事
業
計
画
は
次
の
と
お

り
。
詳
細
は
後
日
連
絡
し
ま
す
。

8
月
下
旬
　
民
俗
芸
能
鑑
賞
会
〃
日
本
の

　
民

謡
”
　
於
・
国
立
劇
場

10

月
4
日
　
第
7
回
神
奈
川
県
民
俗
芸
能

　
大
会

　
於
・
小
田
原
市
民
会
館

11

月
1
5
日
　
〃
一
ス
リ
火
”
見
学
会

　
於
・
相
模
原
市
当
麻
、
無
量
光
寺

12

月
　
会
報
「
民
俗
芸
能
大
会
特
集
号
」

　
発
行

◎
映
画
鑑
賞
会
は
秋
に
開
催
予
定
。

◎

な
お
、
民
俗
芸
能
の
調
査
研
究
と
し
て

　
県
内
の
民
謡
を
録
音
採
取
し
ま
す
。
み

　
な
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

h
＞
；
・
－
V
．
＿
．
．
V
．
l
i
“
2
’
…
°
n
°
t
“
I
V
＋
t
°
°
．
’
．
．
．
＾
°
戊
参
’
．
t
t
、
ξ
・
’

新
規
会

員
募
集
！

　
民
俗
芸

能
を
実
際
に
行
な
っ
て
い
る

人
、
ま
た
民
俗
芸
能
に
興
味
を
お
も
ち
の

人
等
多
く
の
方
々
の
入
会
を
お
待
ち
し
て

お

り
ま
す
。
事
業
内
容
は
右
記
の
と
お
り

で

す
。
入
会
ご
希
望
の
方
は
氏
名
、
住
所

職
業
、
電
話
番
号
を
明
記
の
上
、
会
費

（年
額
一
口
個
人
五
百
円
、
団
体
千
円
）

を
添
え
て
協
会
事
務
局
あ
て
ご
送
付
下
さ

い
o

　
　

編
　
集
　
後
　
記

☆

…
こ
の
た
び
、
飯
塚
友
一
郎
氏
（
協
会

理
事
）
よ
り
寄
せ
ら
れ
た
巻
頭
の
一
文
は

今
後
の
民
俗
芸
能
保
護
の
方
向
を
示
唆
す

る
も
の
で
あ
り
、
特
に
民
俗
芸
能
の
学
問

的
体
系
化

は
、
緊
急
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
問
題
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。

　
そ
の
意
味
で
は
今
回
、
文
化
庁
が
民
俗

芸

能
を
2
8
種
に
分
類
し
、
国
無
形
文
化
財

の
選
択
を
実
施
し
た
こ
と
は
、
い
ろ
い
ろ

問
題
点
を
含
む
と
は
い
え
民
俗
芸
能
に
と

っ

て

画
期
的
な
こ
と
で
あ
り
、
今
後
の
保

護
行
政
に

大

い

な
る
前
進
が
約
束
さ
れ
た

も
の
と
考
え
る
。

☆

…
協
会
は
7
月
で
満
1
才
を
迎
え
ま
し

た
。
基
礎
固
め
の
過
去
1
年
で
し
た
が
、

こ
れ
か
ら
の
一
層
の
充
実
と
発
展
を
期
す

る
た
め
に
、
会
員
諸
氏
の
忌
揮
の
な
い
ご

意
見
、
ご
感
想
を
お
寄
せ
下
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　

（
文

責
小
野
）
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竃
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．
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横
浜
市
中
区
日
本
大
通
リ
一

編
集

印

刷
発
行

神
奈
川
県
教
育
庁
交
化
財
保
護

課
内

神
奈
川
県
民
俗
芸
能
保
存
協
会

事
務
局
　
　
　
個
伽
一
1
1
一

神
奈
川
県
民
俗
芸
能
保
存
協
会

株
式
会
社
　
中
島
印
刷
所

　
　
　

個
例
o
o
六
四
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