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民

俗
芸
能
の
保
存

　
神
奈
川
県
民
俗
芸
能
保
存
協
会
が
で
き

て
、
元
々
と
仕
事
を
進
め
て
お
ら
れ
る
の

は
結
楢
な
こ
と
で
あ
る
。
・
不
県
に
は
，
水
田

衡
吉
翁
の
「
神
奈
川
県
民
俗
芸
能
誌
」
の

如
き
大
著
か
あ
る
の
で
、
ど
う
い
う
芸
能

が

現
古
行
わ
れ
て
い
る
か
を
知
る
こ
と
が

で

き
る
の
で
、
何
を
保
存
す
る
か
に
つ
い

て

と
く
に
調
査
を
す
る
必
要
が
な
い
く
ら

い
で

あ
る
。
民
俗
芸
能
の
保
存
と
い
う
こ

と
は
金
さ
え
か
け
れ
ば
出
来
る
も
の
と
ぢ

え

る
人
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
ん

な
簡
単
な
も
の
で
は
な
い
。
現
代
は
大
休

の
．
傾
向
と
し
て
民
俗
芸
能
が
消
滅
し
か
け

て

い

る
。
そ
九
故
保
存
と
い
う
こ
と
が
言

い

出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
ら
は
ど
の

よ
う
に
し
て
保
存
す
る
か
と
な
る
と
中
々

む
つ

か

し
い
問
題
が
横
た
わ
，
て
い
る
。

ま
ず
第
一
に
考
え
な
け
れ
は
な
ら
な
い
の

は
、
民
俗
芸
能
を
自
然
の
ま
ま
放
置
し
て

お
け
は
、
な
ぜ
消
失
し
て
行
く
迎
命
に
あ

る

の

か
、
二
の
占
“
を
号
ん
て
見
た
い
。

　
s
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
°
f
・
よ
　
・
亡
　
1
、
4
ゴ
ノ

大

藤

時

彦

　
民
俗
芸
能
の
大
部
分
は
神
事
祭
礼
に
関

係
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
2
T
を
演
ず
る
者

は

青
年
が
多
い
。
こ
こ
に
問
題
が
あ
る
の

で
あ

る
。
つ
ま
り
芸
能
の
衰
退
は
祭
礼
の

変
遷
に
原
因
し
て
い
る
。
村
の
祭
と
い
え

ば

村
落
共
同
体
の
行
事
で
あ
り
、
村
人
で

あ
る
限
り
す
べ
て
こ
れ
に
参
加
し
た
。
こ

れ
に

参
加
す
る
こ
と
が
村
人
の
特
権
で
あ

り
冷
り
で
あ
、
た
。
し
か
し
今
日
で
は
事

情
が
大
部
ち
が
r
て
き
て
い
る
。
祭
に
直

接
加
わ
る
よ
り
も
傍
観
者
が
多
く
な
c

た
。
と
く
に
町
中
に
お
い
て
こ
れ
が
甚
し

い
o
早
い
話
が
祭
礼
の
神
輿
を
か
つ
ぐ
青

年
が
少
な
く
な
り
、
金
を
出
し
て
ア
ル
バ

イ
ト
を
雇
う
と
い
う
の
が
あ
り
、
あ
る
い

は

も
う
何
年
も
神
輿
を
出
さ
ぬ
と
い
う
例

も
あ
る
。

　

こ
れ
は
青
年
が
村
を
出
て
サ
ラ
リ
ー
マ

ン

と
な
り
、
農
事
は
家
に
残
っ
た
老
人
婦

女
の
仕
事
と
な
っ
た
た
め
で
、
青
年
の
生

店
が
付
と
い
う
地
域
よ
り
外
に
出
て
し
ま

ぐ
？
文
ぶ
五
’
㌧
w
す
※
・
み
式
、
瀞
蚤
¢

い

く
ら
い
進
歩
し
て
い
る
。
写
百
ハ
、
映

山
、
テ
ー
プ
日
」
口
な
と
の
発
達
が
柚
密
な

記
録
を
つ
く
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
で

あ
る
。

　
民
俗
芸
能
は
哀
退
し
が
ち
た
と
は
い
、

て

も
一
方
に
復
活
と
い
う
こ
と
も
不
T
能

で

は

な
い
。
私
と
も
の
知
ノ
て
い
る
も
の

て
一
時
絶
え
て
し
ま
　
た
も
の
が
復
活
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　
　
ユ
　
　
ト

た

例
が
あ
る
。
所
潟
県
の
綾
子
加
列
の
如
き

が

そ
れ
で
あ
る
。
本
県
の
指
定
叉
化
財
に

な
：
て
い
る
三
崎
の
チ
ヘ
ツ
キ
ラ
コ
な
と

は
中
絶
し
た
の
で
は
な
い
が
、
寸
日
年
館
の

郷

土
㎜
列
踊
大
会
に
出
伽
し
た
こ
と
（
編
者

注
・
昭
和
六
年
）
で
多
く
の
研
究
家
の
問

に

知

ら
れ
、
現
地
で
も
こ
れ
を
保
存
す
る

こ
と
に
張
台
い
を
感
じ
た
こ
と
は
否
定
で

き
な
い
と
思
う
。
奴
小
礼
の
如
き
も
一
部
の

有
名
な
祭
は
近
来
大
変
な
人
川
で
賑
う
M

う
に
な
、
た
。
遠
方
か
ら
車
を
駆
、
て
見

物
に
来
る
拍
川
衆
の
放
は
ヶ
ら
く
は
か
り
て
あ

る
。
祭
が
一
種
の
シ
ョ
ー
と
な
：
た
の
で

あ

る
。
こ
う
い
う
現
象
を
一
方
に
見
な
が

ら
民
俗
芸
能
の
保
存
と
い
う
こ
と
を
b
L
r
s
え

る
と
、
そ
れ
が
恒
重
な
審
議
を
必
要
と
す

る
こ
と
が
わ
か
る
。
保
存
は
結
構
で
あ
る

が
、
そ
の
た
め
弊
害
を
起
さ
な
い
よ
う
に

識
者
の
御
努
力
を
願
う
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
成
城
大
学
教
授
）

っ

た
か

ら
で
あ
る
。
新
ら
し
い
都
会
的
な

娯
楽
や
演
芸
が
青
年
の
心
を
つ
か
ん
だ
の

で
、
村
の
祭
に
は
帰
っ
て
く
る
か
祭
の

芸
能
に

全

身
を
g
込
む
と
い
う
熱
意
が
乏

し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
本
来
、
祭
の
芸

能

と
い
う
も
の
は
単
な
る
娯
楽
で
は
な
か

っ

た
。
獅
子
舞
な
ら
獅
子
舞
で
早
く
か
ら

榛
古
を
し
て
仕
込
ん
だ
。
舞
の
演
目
に
よ

う

て

年
少
者
か
ら
だ
ん
だ
ん
と
む
つ
か
し

い

舞
へ
と
進
ん
で
い
く
。
つ
ま
り
一
種
の

成
年
式
の

よ
う
な
も
の
で
、
こ
れ
を
演
じ

て

は

じ
め
て
一
人
前
の
村
人
と
な
つ
た
の

で

あ
る
。
獅
子
舞
に
は
よ
く
長
男
だ
け
が

獅
子
に

な
れ
る
と
い
う
土
地
が
あ
る
。
こ

れ
は

長
男
が
相
続
者
に
な
る
と
き
ま
っ
て

い
た

か

ら
で
、
獅
子
舞
を
つ
と
め
る
こ
と

に

よ
？
て
村
の
戸
主
と
し
て
の
資
格
が
得

ら
れ
た
の
て
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う

な
長
男
の
特
碓
は
今
日
で
は
な
く
な
，

て
、
だ
れ
で
も
獅
子
を
や
れ
る
よ
う
に
な

；

た

が
、
そ
れ
で
も
と
も
す
れ
は
獅
子
を

舞
う
青
年
が
得
に
く
く
な
る
と
い
う
の
が

現
状
で
あ
る
。
つ
ま
り
村
の
生
活
が
変
，

た

の

で
あ
る
。

　

民
俗
芸
能
保
存
の
な
や
み
は
こ
う
い
う

所
に

あ
る
。
咋
年
、
県
の
指
定
文
化
財
に

な
c
て
い
る
箱
根
仙
石
原
の
湯
立
獅
子
舞

を
見
学
し
た
。
保
存
会
が
で
き
て
効
。
心
に

指
導
さ
れ
て
い
る
の
て
、
年
々
祭
礼
が
盛

ん

に

行
わ

れ
て

い

る
の
は
う
れ
し
い
こ
と

て

あ

“
た
。
こ
こ
で
も
以
前
獅
子
は
長
男

の

役

と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
演
ず
る
青

脅
が
現
在
も
神
社
境
内
の
神
池
に
は
だ
か

と
な
っ
て
跳
み
込
ん
て
身
を
沽
め
る
行
亨

を
行
な
？
て
い
る
ほ
と
熱
心
で
あ
る
。
こ

こ
な
と
は
保
存
会
の
活
動
の
効
果
を
あ
け

て

い

る
好
例
と
思
う
。

　
芸
能
の
保
存
に
は
｛
似
す
る
人
の
心
持
力

大

切
で
あ

る
。
本
当
に
心
か
ら
そ
れ
に
没

人

す
る
の
で
な
け
れ
は
、
外
か
ら
強
制
的

に

や

ら
せ
て
も
効
目
が
な
い
。
u
口
は
青
η

に

き
び
し
く
芸
を
仕
込
ん
だ
が
、
今
日
で

は
や

か

ま
し
く
指
導
す
る
と
や
る
人
が
な

く
な
．
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
形
が
く
ず
れ

た

と
い
い
な
が
ら
そ
れ
を
大
目
に
見
て
し

ま
う
。
こ
う
い
う
点
が
芸
能
保
存
の
呈
日
労

の

種

で
、
職
業
的
の
芸
能
に
さ
え
い
わ
九

る
こ
と
を
民
俗
芸
能
で
う
ま
く
や
る
こ
と

は
困
郊
な
こ
と
で
あ
る
。

　

県
内
に
お
け
る
す
べ
て
の
芸
能
を
な
が

く
保
存
し
て
い
く
こ
と
は
不
可
能
の
こ
と

か

も
知
れ
な
い
。
そ
の
点
を
考
慮
し
て
わ

れ
わ
れ
が
今

日
必
要
と
す
る
こ
と
は
現
行

の

民
俗
芸
能
の
正
確
な
記
録
を
残
し
て
お

く
こ
と
で
あ
る
。
記
録
保
存
の
技
術
に
お

　
い
て
は
現
在
は
皆
と
比
べ
も
の
に
な
ら
な

一 2一

私

の

調

査
ノ
ー
ト
（
三
）

厚

木

の

木

遣

　
一
、
鳶
　
　
組

　
近
阯
中
期
名
奉
行
と
う
た
わ
れ
た
川
戸

明
奉
行
人
岡
越
前
守
忠
相
が
、
江
戸
巾
内

の
鳶
組
火
消
を
統
1
し
て
、
い
ろ
は
四
十

八

細
の
川
火
泊
を
誕
生
さ
せ
ま
し
た
。
叩

火
川
と
云
う
名
称
は
江
戸
市
内
の
大
名
屋

敷
内
に
設
置
さ
れ
て
居
た
大
名
火
消
（
定

火
川
）
と
間
違
わ
れ
な
い
．
様
に
名
伺
ら
れ

た

も
の
て
す
。

　

こ
の
頃
、
旧
厚
木
は
厚
木
町
と
呼
は
れ

て

宿
場
の
形
態
を
つ
く
っ
て
居
ま
し
た

が
、
享
保
十
三
角
（
一
七
二
八
）
下
川
川

山
藩
（
栃
木
県
）
大
久
保
常
春
の
所
領
と

な
り
、
現
在
の
厚
木
市
役
所
の
旧
庁
舎
の

場
所
に

鳥
山
藩
の
厚
木
役
所
か
置
か
れ
ま

し
た
。
相
摸
山
に
於
け
る
ハ
山
藩
の
所
領

の

行
政
を
こ
の
厚
木
役
所
て
行
な
，
て
居

ま
し
た
。
そ
の
内
で
も
厚
木
宿
の
商
家
よ

り
借
L
げ
る
御
川
立
金
は
藩
財
政
の
袖
て

ん

に

重
要
な
役
割
を
も
ち
、
商
家
の
繁
昌

鈴

り
村

茂

は

藩
の
財
政
L
に
も
大
き
な
左
ム
が
あ
，

た

の

で

す
。
こ
の
様
な
理
由
で
厚
木
1
6
を

災
吉
（
火
災
笥
）
か
ら
守
る
た
め
に
厚
木

泊
の
町
火
消
が
生
れ
た
の
て
し
た
。

　
厚
木
の
町
火
消
が
い
つ
頃
構
成
さ
れ
た

か
は

E
り
ま
せ
ん
が
、
同
座
郡
悔
老
名
町

回
分
寺
の
境
内
に
姓
立
さ
れ
て
居
る
宝
俵

塔
の
台
石
に
「
文
政
七
歳
（
一
八
二
四
）

厚
木
横
町
い
組
中
」
と
刻
ま
れ
て
居
り
、

此
頃
す
で
に
町
火
消
が
存
在
し
て
居
た
事

が
判
り
ま
す
。
町
火
消
は
鳶
職
（
仕
事
帥

と
呼
ん
で
居
る
）
で
組
織
さ
れ
て
居
た
も

の

て
、
鳶
組
が
四
組
か
五
組
あ
，
た
と
考

え

ら
れ
ま
す
。
厚
木
宿
の
五
部
落
に
そ
れ

ぞ
れ
鳶
組
の
組
頭
（
鳶
の
か
し
ら
）
が
居

た

の
て

は

な
く
、
松
原
、
横
町
、
仲
町
、

下
町
等
に
居
住
し
て
居
り
、
弟
了
（
で
し
）

の

鳶
職
人
は
平
常
は
農
業
に
従
事
し
て
川

て
、
必
要
に
応
じ
て
頭
（
か
し
ら
）
の
家

に

集

ま
り
、
現
場
に
配
さ
れ
る
の
て
す
o

厚
木
宿
の
中
心
部
は
商
家
が
多
く
、
家
屋

の

新
改
築
・
祝
儀
∵
不
祝
儀
・
η
人
“
始

の

売
出
し
の
手
伝
い
、
其
他
の
商
家
の
人

手
の
必
要
に
応
し
た
も
の
で
す
。
農
閑
川

に

は
道
路
・
河
川
・
堤
防
勺
の
エ
ヰ
に
は

鳶
組
の
か
し
ら
か
『
川
負
，
て
こ
れ
ら
の
人

々

を
集
め
る
の
で
す
。
・
ぱ
組
の
建
築
・
土

木
勺
の
工
事
並
ひ
に
祝
儀
の
祝
唄
等
の
必

仙
久
か

ら
生
れ
た
の
か
木
遣
唄
て
し
r
う
。

　

二
、
木
遣
唄
（
き
や
り
う
た
）

　
木
遣
唄
は
木
遣
節
・
木
遣
音
．
頭
と
も
よ

は

れ
て

居
ま
す
。
石
引
・
鐘
引
・
入
・
引
・

地

掲
・
石
掲
篤
の
吋
に
多
人
数
の
統
一
し

た

仕
下
の
進
行
を
協
力
す
る
力
に
歌
わ
れ

ま
す
か
、
他
の
農
山
海
村
の
仕
事
唄
と
も

同
じ
意
味
と
し
て
d
ま
れ
た
も
の
て
す
。

止
戸
て

は

幕
ユ
人
か
ら
明
冶
に
か
け
て
流
行

し
た
と
の
事
で
、
一
1
9
木
の
鳶
職
の
木
遣
唄

も
こ
の
頃
江
戸
か
ら
入
，
て
火
た
も
の
で

し
～
う
。

　
木
遣
唄
が
竹
業
唄
の
み
て
な
く
、
祭
礼

の

山
嘩
を
引
く
祭
礼
歌
や
祭
礼
行
列
の
行

進
歌
と
し
て
用
い
ら
れ
る
．
様
に
な
？
た
の

も
江
戸
の
祭
礼
行
事
か
ら
来
た
の
て
す
。

　
古
職
の
人
々
が
仕
事
以
外
に
こ
の
「
木

遣
」
を
憶
え
る
事
の
必
要
は
、
他
地
方
に

修
業
に
出
か
け
た
吋
に
地
方
の
考
頭
の
家

に
参
り
、
ぺ
樗
職
で
あ
る
守
を
知
っ
て
芦
う

o
J

e
嵯
w
w
w
w
r
w
藁
ξ
警
隻

e
w
　
n
／
L
＿
▼
ピ
v
　
t

“
　
　
　
v

・
己

‘

　
　
　
．
ゼ
　
、
ギ
t
r
　
ξ
、
三
A
C

t

．
．
t
・
r
／
　
’
　
－
．
t
e
　
t
S
S
口
駕

☆
バ
゜
“
玉
鳴
套



．

j

s

り振、し
二ま

為
の
挨
拶
の
か
わ
り
に
唄
‥
た
と
云
う
事

で

す
。
旅
先
に
川
か
け
る
事
を
「
サ
f
ギ

ヨ

ウ
」
と
呼
び
、
川
斐
打
が
「
ジ
ン
ギ
」

を
き
る
と
同
じ
様
一
二
宿
一
飯
は
も
ち
ろ

ん

n
業
の
修
業
の
為
に
こ
の
家
で
使
わ
れ

る
為
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　
厚
本
市
松
枝
町
、
こ
の
部
洛
は
占
く
松

京
と
呼
ば
れ
て
居
ま
し
た
。
こ
の
松
原
部

落
に
い
た
房
組
は
厚
木
町
の
天
王
町
〃
、
内

並
び
に
商
家
出
入
の
職
人
で
し
た
。
毎
年

の

厚
木
神
社
の
祭
典
（
天
王
祭
り
）
の
準

備
は
こ
の
松
原
の
鳶
組
の
人
達
で
行
な
わ

れ
、
明
治
に
入
？
て
一
番
組
を
称
し
た
も

の

で
す
。
　
（
後
記
）

　

こ
の
松
枝
町
に
は
数
名
の
万
職
が
居
ま

す
が
、
そ
の
一
人
、
石
井
倉
造
氏
の
家
に

ワ

て
の

人
の
父
、
、
石
ル
萬
次
郎
の
“
：
　
L
、
．
た

r
キ
ヤ
リ
本
」
が
保
存
さ
れ
て
居
ま
す
。

石

井
倉
造
氏
も
木
遣
唄
の
伝
承
を
も
つ
人

で
、
厚
木
市
恩
名
の
農
民
文
学
の
小
説
家

和
田
伝
氏
の
「
閉
雲
」
が
映
画
化
さ
れ
た

時
、
こ
の
映
画
の
木
遣
を
歌
う
た
め
に
え

ら
は
れ
て
出
．
碩
を
し
て
居
ま
す
。

　
木
遣
唄
の
種
類
に
は
「
テ
コ
」
　
「
ボ
ー

グ
ル
マ
」
　
「
五
尺
手
拭
」
「
ぬ
の
め
」
「
東

金
（
と
う
が
ね
）
」
「
田
う
た
」
「
軽
井
沢
」

rど
ん
じ
よ
め
」
　
「
山
本
節
」
　
「
チ
ヨ
チ

ヨ

ケ
節
」
　
「
清
年
児
」
　
「
ク
ロ
ガ
ネ
」
等

が

あ
パ
．
て
、
こ
れ
ら
を
憶
え
て
居
る
鳶
職

は

現
在
、
四
人
程
し
か
居
り
ま
せ
ん
。

（
厚
木
市
古
式
消
防
保
存
会
記
録
）
よ
り

　
　

き
　
や
　
リ

◎
て

　
こ

や

れ
て

こ
せ
ー

鶴

と
亀
と
が

庭
に
つ
る
か
め

と
び
の
若
し
衆

あ

す
は
建
方

と
ね
と
な
る

ご
よ
は
め
で
た
く

舟
は
出
て
行
く

今
育
め
で
た
く

た

の

み

ま
す
そ
え

だ

く
る
丸
太
は

◎
棒
車
（
ボ
ウ
グ
ル
t
、
）

　

さ
ら
ば
や
る
は

　
　
　
　
　
　
　

そ
の
こ
い
を
さ
ま
さ
ず

　

む
ら
な
く
だ
め
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
う
よ
が
一
同
に

　
峯
の

小
松
に
　
　
　
峯
の
小
松
に

　
ひ

な
鶴
か
け
て
　
谷
の
流
れ
に

　
い

よ
亀
あ
そ
ぶ
　
　
舟
は
出
て
行
v

　
帆
か

け
て
は
し
る

◎
布
目
（
ヌ
ノ
メ
）

　
向
か
い
小
山
で
光
る
は
な
に
よ

　
布
目
小
ま
ん
の
ぬ
り
が
ん
が
さ
よ

　
布
目
小
ま
ん
の
ぬ
り
が
ん
が
さ
な
れ
ば

　

一
夜
か
り
よ
と
も
　
主
さ
ん
と
も
に

　
ハ
ァ

ソ

リ
ヤ
よ
い
が
さ
　
あ
か
が
さ
ね

向
う
通
る
は
清
十
郎
ぢ
や
な
い
か

笠
が
よ
う
に
た
あ
の
す
げ
の
笠

笠
が

よ
う
に
た
清
十
郎
で
あ
れ
ば

お

い
せ
参
り
は
皆
清
十
郎

　

よ
い
か
さ
　
あ
か
が
さ
ね

　
ふ

じ
の
裾
野
で
光
る
は
な
に
よ

　
お

ふ

じ
参
り
か
　
し
ら
さ
ん
な
れ
ば

　
あ

ふ

じ
参
り
は
　
皆
し
ら
さ
ん
さ
ぎ
よ

　
お

ふ

じ
同
者
は
　
皆
し
ら
さ
ん
さ
ぎ
よ

　
　

よ
い
か
さ
　
あ
か
が
さ
ね

◎
五
尺

（
ゴ

シ

ヤ
ク
）

　
五
尺

手
拭
色

よ
く
そ
め
た

　
明
日
は
建
立
　
側
立
て
足
場

　
た

ぐ
る
九
太
が
　
と
根
と
な
る

　
沖
の
く
ら
い
の
に
白
帆
が
見
ゆ
る

　
舟
は
出
て
行
く
帆
掛
て
は
し
る

　

隅
田
川
に
は
名
所
が
ご
さ
る

　
石
井
倉
造
氏
所
蔵
の
前
記
「
木
屋
利
歌

本
」
は
石
井
萬
次
郎
氏
の
記
し
た
も
の
で

あ

り
ま
す
が
、
そ
の
歌
詞
が
判
ら
な
い
個

所
が

多
く
、
文
字
が
判
ら
な
い
ま
ま
に
書

い
た

と
号
え
ら
れ
ま
す
。
本
人
に
は
判
コ

て

書
い
た
の
で
し
仁
う
が
、
判
読
す
る
事

す
ら
出
来
な
い
処
が
多
い
の
で
、
そ
の
一

部
を
本
書
に
記
鼓
し
て
見
ま
し
た
。
こ
の

交
字
は

旅
先
の

ぼ
が
苫
い
た
と
も
伝
え
ら

れ
て
居
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
ウ
ラ

　
・
明
仏
7
6
三
十
五
年

　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
木
町

る
屋
利
歌
本
　
石
井
萬
次
郎

　
一
第
六
月
吉
日
　
　
一
　
　
　
　
与
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
、
ー

　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
ー
1
ー
ー
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

◎

F
お

い

掛
」
千
秋
万
歳

　
千
秋

万
歳
お
さ
む
る
時
ハ
　
松
の
風

　

み

ど
り
が
た
け
に
よ
ろ
こ
び
て

　
い

く
と
せ
志
よ
き
　
道
と
せ
ば

xq
．
“
輻
ぎ

モ
き
イ
き

　
パ
＞
t

ぎ、」

二

　

S
裟
”
’
る
当
霞

　
　
　
／
．
7

F
　
　
叱

泌
轟
璽

川
凋
し
た
“
才
と
い
”

一 ‘＿

θ

　

な
ち
て
も
．
と
ふ
て
　
ら
ら
L
L
て

　

小
盃
花
睡
、
さ
か
づ
き
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　

さ
し
つ
さ
さ
れ
て

　

お
目
川
川
度
　
ち
・
・
、
と
さ
い
つ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

志

な
津
る
は

　
右
は
か
み
1
1
し
て
す
を
く
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
り
プ
て
う
亀
浄
」

　

も
れ
い
津
々

　

　

　

　

み

ず
さ
は
さ
は
と
い
さ
ぎ
”
く

　

み

さ
お
の
鏡
　
く
も
里
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

千

秋
万
歳

　
ぱ

ん

は

ん

ご
い
　
目
［
出
度
さ
へ
と
も

　

か

く
申
す
は
か
り
な
け
る

◎
西
行
坊
主

　

さ
て
さ
い
ぎ
よ
う
の
　
お
お
相
は
　
は

　

じ
め
て
旅
を
す
る
時
に
　
す
る
が
の
川

　
を
　
と
お
ら
れ
て
　
い
そ
が
せ
た
ま
え

　
ば

　
ほ

ど
も
な
く
　
足
□
川
川
二
休
み
見

　
て

　

ふ

じ
の
お
山
を
こ
ら
ん
じ
て
　
さ

　
て

も
見
ご
と
な
名
山
と
　
み
ね
み
ね
八

　
両
ほ

め

て

あ

り
　
ふ
も
と
に
浅
閥
大
ほ

　

さ
津
　
御
し
は
こ
れ
を
こ
ら
じ
て
　
歌

　
を
し
ぎ
よ
う
」
．
廷
　
こ
と
な
ら
ば
　
西
行

　

こ
そ
と
よ
ま
れ
た
り
　
お
び
も
駿
河
の

　
山
ま
わ
し
　
ま
わ
り
て
見
れ
ば
　
む
す

　
び

目
も
な
く
　
あ
津
ま
の
く
に
に
ふ
き

　
て

ゆ

く
　
風
が
も
の
ゆ
は
ば
　
ひ
二
く

　
た

び

の

　
多
里
き
か
せ
る
　
見
吉
野
－
川

　

じ
に
　
か
け
し
花
傘
を
　
我
が
さ
・
、
せ

　

て

き
せ
て
み
ま
し
た

◎
久
露
金

　

御
世
は
目
出
度
の
若
松
様
よ
枝
も
さ
か

　
え

て

葉
も
し
げ
る
　
蔵
の
と
び
ら
に

　

つ
が
い
鶴
が
羽

を
や
す
め
　
に
は
に
松

　
竹
紅
梅
梅
よ
　
日
出
度
盛
り
て
葉
も
し

　

げ

る
そ
な

　
．
．
．
の
女
房
は
さ
て
気
が
も
め
る
　
寝
る

　

と
火
事
だ
と
お
こ
さ
れ
る
　
で
る
と
し

　

が

・
里
い
の
ち
が
け
　
引
て
こ
ぬ
内
お

　

ち
お
ち
寝
む
ら
れ
ぬ

◎
賀
る
伊
沢

　
あ

お
け

て

春
な
富
士
の
山
　
加
加
口
で
立

　
山
白
山
　
越
後
で
名
高
か
き
彌
彦
－
田

　
浅
茶
の
出
茶
の
娘
　
花
か
も
み
ぢ
か
化

　

な
ら
ほ
し
い
や
　
や
ど
の
土
産
に

　

も
え
も
ん
の
も
ん
の
ほ
り
も
の
は
　
v

re
！　SL

は

　
し
　
ご
　
乗
　
り

　

じ
ゃ
く
　
ほ
う
お
お
に
き
り
ん
よ
　
菊

　

水
波
に
千
鳥

◎
く
ろ
金

　
瀬

田
の
唐
橋
　
か
ら
か
ね
ぎ
ぼ
し
　
水

　
に

う
つ
れ
し
ぜ
s
の
し
ろ

　
朝
の
野
に
で
て
若
な
を
津
め
ば
　
つ
ゆ

　
で
小
づ

か

が

み

な
ぬ
れ
る

　
み
や
け

八

島
さ
て
鹿
鳥
伊
豆
で
大

　
島
　
相
模
で
江
の
島
　
東
京
で
な
が
か

　

き
句
烏

◎

と
お
金

　
た

つ
た

山
に
も
み
ち
を
わ
け
て
川
る
月

　
は

　
錦
に

つ

つ
む
鏡
な
り
け
る

　
駒
に

ふ

ま
れ
し
道
し
ば
さ
え
も
　
つ
ゆ

　
に

＝
侠
の
宿
を
か
す

　
松
に
松
虫
　
稲
ほ
に
ほ
た
る
　
女
に
か

　
む

う
が
津
き
つ
の
じ
や

　
水
に

も
ま
れ
し
浮
草
さ
え
も
　
ほ
た
る

　
に

一
夜
の
宿
を
借
す
　
　
（
其
他
略
）

三
、
厚
木
古
式
消
防
保
存
会

　
厚

木
宿
に
あ
；
た
鳶
職
の
い
ろ
は
組
は

明
治
に
入
る
と
組
織
を
新
た
に
し
て
一
大

区

第
一
番
組
か
ら
四
番
組
に
な
っ
て
考
の

頭
が
小
頭

と
な
り
、
消
防
制
度
が
出
来
る

と
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
厚
木
消
防
組
と
改
称

さ
れ
て
、
組
頭
は
町
の
重
要
な
村
役
の
内

か

ら
選
出
さ
れ
ま
し
た
。
明
治
年
間
ま
で

雑
（
ま
と
い
）
も
あ
バ
て
引
じ
、
ろ
が
れ
た

の

で

す
。
其
後
、
消
防
制
度
が
種
〃
、
改
、
止

さ
れ
、
芭
組
は
職
方
と
て
分
離
さ
れ
ま
し

た

が
、
音
の
形
で
鳶
組
が
あ
7
て
、
厚
木

鳶
職
組
合

と
な
り
ま
し
た
。
昭
和
四
十
五

年
、
鳶
職
組
合
の
内
に
新
た
に
＋
口
式
消
防

保

存
会
が
誕
生
し
、
昭
和
四
十
六
年
正
月

に

は

八
－
不
の
継
も
新
し
く
出
来
て
、
同
保

存
会
は
厚
木
市
消
防
庁
の
協
力
を
得
て
、

ハ

シ

ゴ

乗

り
、
木
遣
唄
の
保
存
等
を
後
川

に

伝
え
る
為
に
復
活
を
し
ま
し
た
。

　
　
　
　

（
厚
木
市
文
化
財
保
護
委
員
）
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と　く　ら　C．半フー　か　に　　　お　天　　　か　Jk　獅　子　路　の　　　で　分　列

㌧　゜ま特鷺㌧七れは二か狗爺け十子連紡！神九あ類は
う源せに・六て，れめ・・る人頭・を幸月るさ芸
一コ頓’お朱八い一ら・翁鬼C．がに帳行に十⊂．れ能
li／l・朝両か袴Vる番のサ・・
五が手め・の゜面名ン火兇
鏡目’では頭製IN　称バ吹ll多
L 縄押黒巾作材一は　男・
ののえ絞・　oは二俗　・鼻
記娘る付白　桐番称　布長
ほを格で足　゜面で　袋・
を懐好腹袋　明L　’　　・！’．1

そ統・追つ八
れい猿すい日
ぞて田るて’
れ男彦゜川’御

濡堤葎
を掛・聯定祭

’ 卯

行に
1亘お

云い
能て
の〃
一

仮
種　1前

　　　1、

蕊神劉
霊　奈神
神昭川社
社和県の

ド川旨
v　　疋

∫1己

鬼

う
け
た
お
ど
け
わ
ざ
と
い
う
。
ま
た
サ
ン

バ

は

天

冠
を
い
た
だ
く
。

　

も
と
鶴
ケ
岡
八
幡
宮
の
祭
礼
行
事
に
加

わ
；
た
が
、
明
治
維
新
後
、
仮
面
奉
納
者

が

坂
ノ
下
の
ば
民
た
ち
で
あ
る
こ
と
か
ら

そ

の

氏
神
の
御
霊
神
社
に
移
さ
れ
た
。

　

面
掛
行
列
の
価
値
は
次
の
三
点
に
要
約

さ
れ
る
む
Φ
一
2
5
昔
薩
来
迎
会
を
除
き
、
十

個
以
ヒ
の
仮
面
を
掛
け
て
行
道
す
る
祭
礼

は
、
日
光
東
照
宮
の
千
人
行
列
の
掛
面
衆

の
ほ

か
は

な
い
で
あ
ろ
う
。
②
仮
而
の
伝

統
は
、
伎
楽
・
舞
楽
而
の
特
異
性
を
も
つ

も
の
が
多
い
。
特
に
〃
鼻
長
”
は
「
酔
胡

従
」
の
枳
作
で
あ
っ
て
全
国
的
に
も
珍
し

い

o
③
江
戸
中
期
に
創
造
さ
れ
た
様
式
で

は

な
く
、
中
世
の
仮
面
風
流
が
い
つ
し
か

こ
こ
に
伝
統
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

な
お
、
北
鎌
倉
の
八
雲
神
社
に
同
系
の

川
川
行
列
が
あ
i
T
た
が
、
現
在
は
中
絶
し

111
‘1：

形

鼻

五

て

い

る
。
仮
面
は
七
個
。
天
保
十
一
年

（
1
八
四

〇
）
の
製
作
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
表
紙
写
真
参
照
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ン
マ
オ
ド
リ

　

2
、
寺
山
神
社
の
鹿
島
踊

　
　
　
　
　
神
奈
川
県
教
育
委
員
会
指
定

ω

指
定
年
月
日
昭
和
4
6
年
3
月
3
0
日

②
保
存
会
　
根
府
川
鹿
烏
踊
保
存
会

　
　
　
　
　
　
　

（
小
田
原
市
根
府
川
）

鋤
寺
色

f
弓

　
鹿
島
踊
は
、
数
少
な
い
民
俗
芸
能
と
し

て

知
ら
れ
、
小
田
原
市
石
橋
か
ら
静
岡
県

東
伊
豆
町
の
北
川
ま
で
の
沿
岸
二
十
一
社

に

存
在
す

る
。
県
内
で
は
十
社
を
数
え
る

が
、
現
在
行
な
’
：
て
い
る
の
は
ヒ
社
で
あ

る
。

　

そ
の
叫
踊
は
、
円
舞
と
方
舞
の
組
合
せ

で
、
二
十
五
人
の
踊
千
が
白
衣
゜
浄
衣
・
B

鳥

　
人
　
狗

t
i
’
t
’

礫

火
　
吹
　
男

オ

か

め

拍

ぶ五
　u碑
ご．・ψ

含t

t

k

写．

；】；1

布

払

サ

　
ン
　
バ

6

川
r
姿
て
踊
る
の
が
本
格
的
廊
W
島
踊
で
あ

る
．
楽
器
は
太
鼓
、
川
、
．
．
持
物
は
コ
ガ
ネ

柄
杓
、
口
・
月
の
象
徴
を
も
つ
。
こ
れ
ら

の
須仮
を
中
心
に
、
搬
m
來
と
．
扇
を
h
札
っ
主
日
年

た

ち
が
踊
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
代
衣
的
な
も
の
と
し
て
、
昭
和
二

　　　　　　．1川⊥1神社の鹿IC）踊（円舞）z1∫・ILIぞ11it’ヒo）｜sll三ll：カh｜1　　（　ノノlj！｜）

十
九
年
・
、
湯
河
原
町
吉
浜
・
素
驚
神
社
の

鹿
島
踊
を
指
定
し
た
が
、
寺
山
神
社
の
鹿

島
踊
は
こ
れ
と
ま
r
た
く
同
型
で
、
伝
統

も
ま
た
同
系
で
あ
る
。

　
戦
時
中
、
浄
衣
紛
失
の
た
め
、
浴
衣
を

着
用
し
て
い
た
が
、
昭
和
三
十
八
年
、
静

岡
市
に
お
け
る
関
東
ブ
ロ
ッ
ク
民
俗
芸
能

大

会
に
出
演
の
際
、
浄
衣
・
烏
帽
子
類
を

新
調
し
、
占
型
に
復
し
た
。

　
　
　
　
　
に
し
　
と
み
　
ば
や
　
し

　

3
、
西
富
難
子

　
　
　
　
　
　

藤
沢
市
教
育
委
員
会
指
定

ω
指
定
年
月
日
　
昭
和
4
5
年
1
1
月
2
1
日

②
　
保
存
会
．
西
富
噺
子
保
存
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（藤
沢
市
西
富
）

　

町

内
で
唯
子
会
を
結
成
。
会
員
は
男
女

を
川
わ
ず
演
奏
し
な
い
者
も
後
援
と
い
う

形
で
人
会
し
て
3
5
り
、
現
在
6
5
名
で
あ

る
。

　

資
金
は
町
内
会
よ
り
年
一
万
円
の
助
成

を
受
け
、
後
援
者
か
ら
の
味
可
附
も
あ
る
。

　
後
継
者
の
問
題
は
、
会
．
長
以
ド
非
常
に

獄
川
心
に
指
道
守
を
〔
汀
な
い
、
　
特
に
一
長
m
男
の
者

を
選
ん
で
幼
稚
園
時
代
か
ら
け
い
古
を
つ

け

て

い

る
が
、
学
校
の
休
み
の
日
な
ど
は

約
束
の
時
間
に
な
る
と
、
子
供
の
方
か
ら

け

い

こ
の
催
促
に
来
る
状
態
で
、
意
欲
的

こ
智
r
⊂
、
プ
ノ
り

～
，
O
ー
　
　
　
〉
　
　
ー
〆
　
ノ
，

③
特
色

　
西

富
の
地
名
を
冠
ら
せ
て
あ
る
が
、
雛

子
の

調
子
は

こ
の
地
方
一
帯
に
分
布
し
て

い

る
、
い
わ
ゆ
る
「
鎌
倉
ば
や
し
」
系
統

の

も
の
で
あ
る
。

　

構
成
は
大
太
鼓
1
、
小
太
鼓
2
、
す
り

鉦

1
、
笛
ユ
で
、
総
リ
ー
ド
は
鉦
が
行
な

い
、
笛
は
大
小
の
太
鼓
を
リ
ー
ド
す
る
。

　

曲
目
は
、
し
ヒ
う
で
ん
・
か
ま
く
ら
・

し
ち
L
、
う
め
・
新
ば
や
し
・
乱
び
g
う
し

の

五
曲
で
あ
る
。

　

年
中
行
事
と
し
て
訓
訪
神
社
の
祭
礼

（
七

月
二
十
五
～
七
日
）
、
老
人
の
日
に

敬
老
会
へ
、
そ
の
他
施
設
に
慰
問
し
て
活

発
に
活
動
し
て
い
る
。

（
檬
沢
市
教
育
委
員
会
指
定
資
料
よ
り
）

ナ難富西

　

4
、
海
南
神
社
の
面
神
楽

　
　
　
　
　
　
三
浦
巴
巾
教
〔
百
委
員
ム
ム
指
‥
定

ω
指
完
年
月
日
　
昭
和
4
6
年
1
月
2
1
日

②
保
存
会
　
海
南
神
社
而
神
楽
保
存
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
三
浦
市
三
崎
）

③
特
色

　

海
南
神
社
が
か
r
て
三
浦
の
総
社
で
あ

7
た

頃
か

ら
伝
承
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

　
　
　
　
ヒ
ノ
ノ
グ
ノ
ぽ
ん
　
　
グ
ラ

世
に
い
う
神
代
神
楽
で
あ
る
。
そ
れ
は
関

東
で
里
神
楽
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、

而

を
被
っ
て
踊
る
こ
と
か
ら
而
神
楽
と
呼

ば

れ

る
よ
う
に
な
‥
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
海
南
神
社
の
面
神
楽
の
沿
革
は
詳
か
で

な
い
が
、
元
和
の
頃
（
一
六
一
五
～
一
六

二

四
）
海
南
神
社
の
神
官
が
川
い
代
神
楽
と

し
て
、
氏
子
の
人
達
に
教
え
た
の
が
、
現而　　lil］　　iJliE　（えこ）てづ一の重凋3勺）

●

一　
一

二

F

一

一　
　
一
．

t
l
t
－
　
t
　
－
“
’
ー
ー

山
貨
’
藷

苔

r
－
」



ピ

t

在
ま
て
Z
出
か
れ
た
と
し
つ
，
た
ま
た
ま

瞥
仰
初
肋
に
左
・
納
さ
れ
た
の
か
、
殊
更
零

漁
だ
　
た
二
と
か
ら
大
両
お
礼
の
恕
に
も

本
納
‥
さ
れ
∴
1
1
と
い
つ
．

　
こ

の
踊
り
に
は
古
い
阿
川
歌
塀
伎
の
、
ば

れ

も
あ
り
、
U
な
し
た
手
踊
風
の
も
の
カ

ア

レ

ン

シ

さ
れ
て
い
て
而
白
い
。
山
胆
も

「
山
石

戸
川
」
他
二
十
四
座
も
あ
り
、
頗
る

忠
－
m
な
内
ち
を
こ
な
し
て
し
る
，

　

な
h
、
こ
の
神
楽
を
不
納
す
る
日
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
フ
じ
フ
ノ
プ
ケ
ノ

血
川
神
－
川
の
祭
神
・
勝
原
負
幻
二
が
三
崎
に

漂
痴
し
た
除
、
祭
仲
が
飢
ん
と
久
さ
の
た

め
、
郎
民
ヒ
り
菜
粥
を
供
け
た
こ
と
か
ら

　
「
‥
采
据
の
仲
斗
」
と
し
て
十
1
月
初
ゐ
の

じ

ノ
し

未
の
日
に
日
塑
ヅ
神
楽
を
，
牟
け
、
そ
の
羽
一
日

　
　
る

の
叩
の
日
に
本
納
さ
九
る
。
レ
，
木
粥
の
神
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
ノ
　
こ
　
ロ

の
神
来
を
別
に
「
出
居
戸
の
神
楽
」
と
言

、
て
い
る
。
昭
和
の
中
頃
ま
て
、
忌
の
あ

る
朱
は
こ
の
仲
楽
が
終
る
ま
て
、
こ
の
日

二
艮
っ
て
外
ご
出
る
習
わ
し
か
残
，
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　

た
。
そ
の
場
所
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ー
▲
C
　
」

r忌
崎
」
と
呼
ひ
、

今
も
そ
の
地
7
1
か
あ

る
c（

三

抽
市
教
育
委
員

八
ム
指
江
資
川
丈
り
）

れ
、
了
ξ
1
仁
…
－

本

田

博

士

の

大

業
、
成
る

　
本
・
旧
汝
次
門
士
の
里
生
の
大
業
か
こ
の

ほ

と
完
成
さ
れ
た
。
昭
和
四
十
一
年
六
月

の

「
神
楽
」
に
始
ま
り
、
翌
四
十
二
年
の

「
田
楽
・
風
流
θ
」
、
四
十
四
年
の
「
延

年
」
、
し
か
し
て
咋
年
十
二
月
の
「
語
り

物
・
風
流
け
」
を
以
て
終
る
。
全
四
巻
、

何

れ

も
千
べ
ー
ン
を
超
す
大
著
て
あ
，

て
、
お
そ
ら
く
一
万
数
千
枚
の
原
稿
川
紙

を

必
要
と
し
た
て
あ
ろ
う
。

　
博
士
は
昭
和
九
4
1
、
宮
城
県
石
杏
中
学

に

教
鞭
を
取
，
て
お
ら
れ
た
哨
、
　
「
陸
前

浜
乃
法
印
神
楽
」
と
題
す
る
研
究
を
自
費

出
版
さ
れ
た
。
五
百
八
十
ぺ
ー
ン
、
定
仙

三

円
八
十
鼓
。
い
わ
は
、
僻
遠
の
一
地
方

の

伸
楽
に
、
こ
れ
ほ
と
の
枯
魂
を
傾
け
ら

れ
た

こ
と
は
、
わ
れ
ら
の
護
．
異
で
あ
。

た
。

　

爾
来
、
十
余
川
の
暑
詔
を
止
梓
さ
れ
て

い

t
カ
、
こ
の
四
人
－
］
こ
之
は
門
士
の
パ
λ
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　
r
　
－
－
　
t
　
t
　
　
4

永

　
田
　
衡
吉

の
集
大
放
て

あ

る
。
ほ
と
ん
と
上
仙
紀
に

わ
た

る
全
山
調
査
の
ぼ
う
大
な
資
料
を
駆

使

し
、
そ
こ
に
民
俗
芸
能
の
理
念
を
追
氷

し
、
初
め
て
字
間
の
体
系
を
樹
立
し
た
の

で
あ
る
。

　
ゆ

ら
い
、
民
俗
芸
能
は
郊
拭
・
晦
冥
て

あ

る
。
そ
う
な
－
た
の
は
、
太
古
的
起
源

を
も
っ
信
仰
芸
能
か
、
二
千
年
に
わ
た
る

天
皇
統
后
の
恵
択
を
う
け
、
日
木
－
全
土
の

庶
民
生
活
の
中
に
温
存
さ
れ
、
そ
の
」
に

各
叶
代
の
都
市
的
、
ま
た
は
異
田
的
な
芸

能
や
娯

楽
ま
て
か
重
層
的
に
加
増
さ
れ

て
、
化
合
・
分
化
・
変
種
化
な
と
を
繰
り

返

し
て
、
千
態
万
様
を
呈
し
て
い
る
か
ら

て

あ

る
。
敢
え
て
逆
説
的
に
言
う
な
ら

は
、
粘
究
す
れ
は
す
る
ほ
と
、
い
“
そ
う

複
創
・
晦
渋
に
な
φ
。
単
一
の
理
念
に
し

ほ

る
こ
と
か
困
州
に
な
り
、
休
系
つ
け
る

こ
と
力
込
い
と
”
此
乱
の
ー
リ
コ
に
な
て

　
　
　
”
　
ハ
　
｝
＋
、
　
．
　
－
l
　
｛
4
　
．
　
．

l

の員会

チ

ャ
ッ
キ
ラ
コ
を
見
て

　
ム
る
一
月
十
五
日
（
成
人
の
日
）
に
、

三

山
巾
三
崎
に
伝
わ
る
県
の
八
人
的
民
俗

日

云
能
チ

ョ
、
キ
ラ
コ
を
見
る
鼓
会
に
向
心
ま

れ

た
。
肝
沢
駅
北
口
の
胚
沢
信
川
金
庫
前

に
、
八
吋
十
五
分
過
き
に
茄
く
と
、
川
奈

川
叩
央
ハ
ス
ガ
E
ま
．
て
い
る
。
　
ハ
ス
の

損
に
新
し
く
て
言
た
民
俗
芸
能
保
存
協
会

の

旗
（
青
地
に
白
て
女
字
が
書
か
れ
て
い

x
r
－
）
か
飛
○
出
し
て
居
り
、
月
富
に
川
り

良
か
，
た
、
団
休
で
見
プ
す
る
と
き
は
、

は

ぐ
れ
や
す
い
し
、
お
年
笥
の
会
員
の
た

の

に

も
、
き
わ
力
て
視
切
な
配
慮
て
あ

る
。

　
参
加
右
は
ピ
昔
男
女
、
小
ψ
生
も
へ
1
6
め

て

約
四
十
五
名
て
、
k
久
月
地
方
の
会
員

の

力
は
別
に
マ
イ
ク
ロ
ハ
ス
て
参
加
さ
れ

て

い
占11

c
己
刻
よ
り
十
分
ほ
と
九
れ
て
八

1
ー
四
十
分
に
バ
ス
は
允
或
し
た
。
江
の
島

・

㎞
倉
・
逗
イ
の
順
、
に
血
岸
線
に
八
伯
；

て
、
浪
了
小
動
や
・
某
山
御
用
邸
の
ぞ
は
を

瀬
　
尾

正

通
り
な
が
ら
、
目
的
地
の
三
崎
へ
向
．

た
。
車
中
で
は
ガ
イ
ド
嬢
の
説
明
の
あ
と

て
、
永
田
衝
吉
博
士
か
沿
道
の
民
俗
芸
能

や

チ

r
，
キ
ラ
コ
の
解
説
を
さ
れ
た
。

大
変
勉
強
に

な
る
。
休
日
の
割
に
は
車
か

少
な
く
、
十
時
前
に
は
三
崎
に
到
着
し

た
。

　
　
　
エ
ト
　
　
う

　
御
木
宮
様
の
前
で
は
会
員
の
外
に
写
真

愛
好
家
や
近
所
の
人
な
と
が
集
．
て
い

る
。
出
発
の
と
き
に
は
呈
づ
て
い
た
天
候

も
す
，
か
り
晴
れ
て
気
持
が
良
い
。
永
田

先
生
の
解
説
の
あ
と
て
、
十
吋
半
頃
よ
り

チ

r
，
キ
ラ
コ
が
奉
納
さ
れ
た
。
昭
和
四

十
勾
五
月
の
県
指
定
に
次
い
て
、
昨
年
六

月
に
は
同
じ
風
流
系
統
で
新
潟
児
の
綾
子

列
な
と
と
共
に
回
の
無
形
文
化
財
に
選
択

さ
れ
た
あ
と
、
県
か
ら
の
補
助
金
を
中
心

と
し
て
、
衣
裳
が
祈
調
さ
れ
た
。
六
・
七

才
か
ら
十
二
・
三
才
の
踊
手
約
二
十
名
の

並

女
の
和
服
は
、
赤
地
に
鶴
の
摸
様
か
ピ

ン

ク
地
に
自
丹
の
柚
隅
．
、
孔
典
色
の
帯
が
み
艮

く
以
人
n
う
、
中
η
の
婦
人
て
七
・
八
名
の

ラ
ク
ヅ
ラ

唱

手

は
、
紮
色
無
地
の
和
服
て
統
一
さ
れ

て

い

た
。
二
年
前
に
息
子
見
二
諸
に
み
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
ナ

と
き
、
少
女
達
は
頭
部
に
金
色
の
立
鳥
帽

ノ子

を
被
c
て
い
た
が
、
今
見
る
と
髪
に
は

花
か
ざ
り
の
み
て
、
か
え
：
て
・
伯
楚
な
感

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
メ
グ
レ

し
が
し
た
。
出
債
者
は
三
暗
漁
港
の
花
暮

　
プ
ヵ
サ
キ

・
仲
崎
両
部
落
の
池
家
の
人
々
て
、
七
草

か

ら
約
一
週
間
こ
の
日
の
た
め
に
練
習
す

る
と
云
わ
れ
る
。

　

ハ
ツ

イ
セ
・
チ
ャ
、
キ
ラ
コ
・
二
本
踊

り
・
よ
さ
さ
節
・
0
6
倉
節
・
お
伊
3
9
参
り

の

順

で
、
約
二
十
分
間
六
種
の
踊
り
が
奉

納
さ
れ
た
。
お
伊
勢
参
り
は
丸
踊
（
円
舞
）

て

あ

る
が
、
他
は
踊
手
か
半
数
つ
つ
約
一

メ
ー
ト
ル
の
間
を
あ
け
て
、
二
列
に
な
っ

て

向
い
合
。
て
踊
る
向
立
舞
て
あ
る
。
件

奏
楽
器
も
な
く
、
唱
手
に
合
せ
て
踊
る
姿

は
、
単
純
な
所
作
の
中
に
か
え
c
て
民
俗

芸
能
の
素
朴
な
味
わ
い
が
感
じ
ら
れ
た
。

　
御
本
宮
様
の
奉
納
が
済
ん
て
、
徒
歩
約

七
・
八
分
で
血
南
神
仕
の
拝
殿
に
到
着
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
ケ
　
ツ
　
　
　
　
ツ
ワ
タ

た
、
海
南
神
社
は
藤
原
盗
盈
・
盈
伎
姫
夫

妻
を
祭
る
古
い
神
社
で
、
チ
ャ
ノ
キ
ラ
コ

は

盈
渡
姫
が
土
地
の
娘
に
教
え
た
と
か
、

源
頼
朝
が
三
崎
来
遊
の
折
に
、
里
女
の
歌

に

合
せ
て
亙
女
達
が
、
即
興
的
に
小
竹
を

し
ま
う
。
も
し
、
辛
し
て
口
頭
て
は
説
川

し
得
て
も
、
そ
れ
を
文
字
に
し
て
読
者
を

納

得
さ
せ
る
こ
と
は
至
難
の
わ
ざ
て
あ

る
。
仙
し
ゴ
U
・
例
外
・
傍
証
な
と
族
川
し

て

邑
を
尽
く
せ
な
い
。
そ
れ
か
実
除
に
垣

を
坂
る
者
の
実
感
て
あ
ろ
う
。

　

柚
士
の
大
著
は
そ
の
郷
聞
を
突
破
し

て
、
民
俗
芸
能
の
各
シ
r
ン
ル
の
理
念
を

把
握

し
、
g
や
か
に
休
系
化
し
て
い
る
。

　

ま
す
、
神
楽
・
田
楽
・
延
4
・
風
流
・

語
り
物
の
五
種
目
に
分
類
し
た
こ
と
は
、

博
士
の
強
い
主
張
と
確
信
を
示
す
も
の

て
、
歴
史
的
考
察
と
全
国
的
実
際
資
川
の

伝

捜
か
ら
帰
納
し
た
も
の
て
あ
ろ
う
。
牡

に
、
征
来
、
と
か
く
埋
も
れ
か
ち
て
あ
c

た

延
年

を
引
き
土
け
て
仏
迫
芸
能
を
顕
揚

し
た
こ
と
、
風
ム
肌
の
槻
念
を
、
砂
繹
し
、
信

仰

芸
能
に
お
け
る
物
心
両
面
の
吊
屍
化
．

芸
術
化
を
指
摘
し
た
こ
と
な
と
、
こ
の
．
－

問
の
大
き
な
啓
間
と
言
う
へ
き
て
あ
る
。

　

克

に
、
こ
の
大
暑
に
感
謝
し
た
い
の

は
、
民
俗
芸
能
の
行
政
而
に
、
初
め
て
∵

術
的
害
主
早
L
］
も
い
・
り
ヘ
エ
ざ
匹
川
道
丁
理
念
を
1
’
小

唆
し
た
こ
と
て
あ
る
。
学
問
と
し
て
は
、

ま
こ
と
に
お
恥
し
い
民
俗
芸
能
て
あ
，
た

か
、
こ
九
に
よ
、
て
字
間
の
座
が
与
え
ら

九
た
と
旧
い
う
。

叩
い
て
．
踊
、
た
と
も
仏
．
ん
ら
れ
て
い
る
n

境
内
は
1
杯
の
人
て
岬
ま
り
、
伸
目
を
と

り
ま
く
回
り
の
土
手
に
も
、
見
物
人
が
人

勢
集
、
て
い
た
。

　

海
南
神
社
て
の
奉
納
か
終
っ
て
か
ら
、

会
員
は
ハ
ス
て
城
ケ
島
へ
奴
り
、
ユ
ー
ス

ホ

ス

テ

ル
て

昼
食
を
し
た
。
午
後
は
城
ケ

島
の
南
端
の
亦
羽
根
よ
り
‥
女
房
崎
に
至
る

侮
岸
に
生
息
す
る
県
指
定
天
久
記
念
物
ウ

ミ
ゥ
、
ク
ロ
サ
キ
な
と
の
生
態
を
見
弓

し
、
　
ハ
ス
て
来
福
寺
へ
向
、
た
。
三
加
市

文
化
財
保
護
委
員
の
浜
田
勘
太
先
生
が
束

り
込
み
、
沿
道
の
風
景
や
叉
化
旧
賜
に
っ
い

て

説
明
さ
れ
る
。
大
根
畑
を
ぬ
っ
て
三
曲

半
島
第
一
の
評
団
の
］
何
い
来
福
上
づ
へ
到
着

し
た
。
屋
根
は
人
母
屋
迅
り
て
、
葺
と
†
久

藁
て
ふ
い
て
あ
る
の
か
印
象
に
残
る
。
老

人
の
令
員
の
ー
カ
達
か
ら
F
屋
恨
の
取
り
替

え

が
大
変
た
」
と
か
「
日
向
某
師
に
似
て

い

る
」
と
い
う
声
か
挙
る
。
寺
の
中
て
三

油
市
指
定
文
化
財
、
和
田
義
盛
の
肖
像
を

鑑

賞
し
た
。
天
力
に
は
昔
の
住
職
が
使
用

し
た
摺
、
籠
二
帖
が
つ
る
さ
れ
て
い
る
の
か

め

つ

ら
し
か
ノ
た
。
見
字
か
終
．
て
帰
途

に

つ

ぐ
o
　
＝
き
と
ほ
ほ
同
し
コ
ー
ス
を
通

り
予
定
よ
り
約
十
分
早
く
、
胚
沢
駅
北
口

に
1
i
l
．
b
二
十
分
に
到
指
し
、
見
Z
者
一
同

再
会
を
約
し
て
解
散
し
た
。
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仙

須
賀
市

西
イPt　j

智
田
j

虎

11，

川

保

右1－J

／＼

　
虎
踊
は

全

川
的
に
放
少
な
い
芸
嘘
て
、

浦
加
只
の
よ
う
に
和
旧
内
・
山
口
仁
の
つ
く
の

＋
°
参
し
、
o

　
　
　
）

N
　
r
A

　
伝
永
に
g
る
と
1
”
保
五
年
（
I
L
二
〇
）

5
6
肘
の
奉
’
汀
所
か
伊
旦
下
田
か
ら
曲
賀
に

移
さ
れ
た
川
、
　
一
諸
に
ト
田
か
ら
来
た
と

い

う
が
、
虎
の
カ
ノ
ラ
の
保
存
川
木
箱
の

ふ
た

の

更
に
「
弘
化
二
4
1
巳
九
月
吉
［

於
角
長
部
尾
　
虎
修
n
復
段
ス
」
と
あ
り
、

む

し
ろ
、
こ
の
年
（
一
八
四
五
）
に
加
賀

本
・
／
臼
所
の
お
声
か
か
り
て
取
り
而
せ
ら
れ

た

も
の
て
あ
ろ
う
．

　
虎
は

二
体
。
己
い
ぐ
る
万
式
て
、
こ
の

中
に
二
人
す
つ
人
，
て
踊
る
。
噺
【
寸
方
は

三
昧
線
、
笛
、
太
鼓
、
釧
。
歌
手
数
名
。

　

ま
す
、
和
唐
内
の
呼
び
か
け
に
y
り
、

　
　
　
　
　
　
イ
　
ノ
　
ニ

入

唐
人
・
唐
子
か
W
台
に
あ
が
　
て
、
庖

子
踊
か
あ
る
。
衣
・
ム
や
歌
パ
に
川
引
川
帖
調

　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
カ
　
　
ぼ
　
ら
　
カ
し

か
漂

よ
う
。
次
い
て
帥
釦
や
己
呼
貝
の
音

と
共
に
虎
か
飛
ひ
出
づ
ひ
．
曲
H
は
虎
返

し
、
谷
渡
り
、
　
一
人
－
杉
、
偶
の
何
拾
い
な

と
L
曲
。
虎
が
辿
立
ち
す
る
一
本
杉
が
見

柵

の

て

か

り
．

虻
’
レ
に
和
氾
内
刀
虎
を
和

ー
県
内
民
俗
行
事
、
覧
⇔
1

　
　
　
　
　
　
　
　

（
十

月
～
十
二
月
）

9
月
2
日
　
千
年
神
社
の
祭
唯
子

　
川

暗
市
千
年

　
　
　
　
（
7
）
四
二
九
八

3
口
　
菅
生
伸
且
の
恒
子
舞

　
川
崎
市
初
川
　
　
　
（
9
）
五
七
五
一

9
口
　
白
山
神
社
の
小
田
原
磯
子

　
小
田

原
市
多
占
　
　
　
（
3
4
）
六
六
七
四

9
日
　
、
川
神
社
の
獅
子
舞

　
横
浜
市
港
北
区
元
石
川
（
ー
1
＿
v
‘
）
三
四
一
一
＝

10

日
　
春
日
神
社
の
祭
噺
了

　
U
府
市
呂
内
　
　
　
　
（
7
7
）
〇
三
二
二

9
・
1
9
・
2
9
日
L
伯
水
七
ゴ
の
双
盤

　
相
，
梗
原
市
ド
満
　
　
　
（
5
2
）
＝
二
九
一

16

日
　
神
明
U
の
お
峯
人
り
（
4
年
栢
）

　
山
北
明
皆
瀬
川
　
　
（
7
5
）
一
一
四
一

15

日
　
手
子
神
7
1
の
易
花
神
楽

　
横
浜
市
金
沢
区
釜
利
谷
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
7
）
九
九
九
二

23

日
　
白
山
神
社
の
飴
屋
踊

　
三
涌
市
南
寸
涌
町
菊
名
（
8
8
）
〇
六
五
四

第
3
土
曜
　
妙
辿
⊥
」
の
曲
題
目

　
横
浜
市
旭
区
酋
部
町
　
（
ー
9
3
）
〇
四
五
五

22

・
2
3
日
　
無
量
光
寺
の
双
盤

　
相
杖
原
市
当
麻
　
　
　
（
7
8
　
）
〇
二
八
四

28

日
　
白
放
神
社
の
．
㈲
花
神
楽

　
藤
沢
市
一
膵
沢
　
　
　
　
（
2
2
）
九
二
一
〇

服

し
て
終
る
。
最
近
は
五
月
の
三
笠
祭
に
一

出
・
偵
す
る
こ
と
が
多
い
。
　
　
　
　
　
　
‥

保
存
会
は
氏
子
全
員
て
虎
さ
れ
、
旦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1

数
百
四
十
。
和
藤
内
は
小
β
イ
生
男
子
、
唐
「

子
は

小
学
生
女
子
か

な
る
・
虎
は
霧
些

の

た

め
若
手
が
つ
と
め
る
。
後
継
者
に
つ

い

て

は

小

陥
生
か
滅
る
傾
向
に
あ
る
の
て

唐

ヨ
に
隅
ゐ
か
あ
る
。
な
h
、
昭
和
三
三

勺
一
月
1
四
口
に
県
の
指
冗
を
三
け
た
。

踊一1一川Vif｜　（－Ax4多）

民
俗
芸
能
豆
辞
典
（
三
）

川
　
口
　
謙
　
二

へ
ね
ん
ね
寝
た

子
に

香
箱

七

つ
　o

起

3

子

守

唄

上
自
身
の
心
境
を
唄
つ
た
も
の
て
・
吾
木

　
　

の
つ
寸
」
唄
は
そ
の
八
止
。
二
つ
1
1
は
「
加

第
4
日
曜
　
神
明
社
の
日
吻
花
神
楽

　
逗
子
市
山
子
　
　
　
　
（
2
2
）
o
二
〇
八

1
1
月
3
日
　
箱
根
の
大
名
行
列

　
箱
根
町
湯
本

　
　
　

　
（
5
）
－
1
1

3
日
　
室
生
神
社
の
流
鏑
馬

　
山
北
町
山
北
　
　
　
（
8
2
）
o
五
七
三

初

申
日
　
侮
南
神
社
の
面
神
楽

　
三
浦
市
三
崎
　
　
　
　
（
8
1
）
三
〇
三
八

8
日
　
丸
山
稲
荷
の
湯
花
神
楽

　
鎌
倉
市
雪
ノ
下
　
　
（
2
2
）
o
＝
＝
五

27

日
　
遊
行
寺
の
一
つ
火

　
藤
沢
市
西
富
　
　
　
　
（
2
3
）
七
二
七
六

27

日
　
道
了
尊
の
鎮
火
祭

　
南
足
柄
町
関
本
　
　
　
（
7
4
）
＝
＝
二
ニ

ー
2
月
6
日
　
秋
葉
山
の
火
伏

　
小
田

原
市
板
橋
　
　
　
（
2
）
六
〇
二
五

16

日
　
鶴
ケ
岡
八
幡
宮
の
人
長
禦
・
宮
人

　
鋼
鎌
倉
市
雪
ノ
下
（
2
2
）
o
三
一
五

　
不
定
期

相
摸
人
形
芝
居

　
足
柄
人
形
（
南
足
柄
町
（
7
）
1
1
1
　
1
1
）

　
前
鳥
座
（
平
塚
市
四
宮
（
2
1
）
五
八
九
七
）

　
下
中
座
（
小
田
原
市
小
竹
（
4
）
o
四
四
入
）

　
長
谷
座
（
厚
木
市
長
谷
（
2
2
）
四
六
七
三
）

　
林
　
座
　
（
厚
木
」
巾
林
（
2
1
）
三
四
九
六
）

さ
さ
ら
（
盆
）
踊

　
南
足
柄
町
　
　
　
　
（
7
4
）
1
1
1
　
1
一

　
藤
沢
市
遠
藤
　
　
　
　
（
4
）
四
六
三
八

き
て
直
く
子
に
D
石
七
つ
ー
1
と
い
う
子

守
唄
か
高
蛸
辰
之
緬
の
僅
謡
集
に
三
山
地

方
と
出
て
い
る
。
ま
た
く
こ
の
子
の
か
わ

い

さ
沢
り
な
い
。
山
て
は
木
の
数
、
市
U
の

放
。
天
へ
登
，
て
星
の
数
、
沼
戌
へ
降
り

れ
は

千
木
松
。
千
木
松
原
、
小
松
原
。
松

菓
の
放
よ
り
ま
だ
か
わ
い
o
ね
ん
ね
や
ね

ん
ね
や

お

ね
ん
ね
やー
と
い
う
子
守
唄

は
、
北
原
白
秋
の
著
書
の
中
て
相
模
地
方

採
集

と
し
て
い
る
し
、
小
田
原
地
方
の
老

姿
か
ら
も
聞
い
た
こ
と
か
あ
る
。

　

さ
て
、
子
守
唄
は
か
の
有
名
な
五
ソ
木

の
子
笥
唄
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
哀

調

を
帯
ひ
た
も
の
か
多
い
。
言
楽
的
に
い

　
え
は
短
調
の
も
の
が
ほ
と
ん
と
て
、
メ
ロ

　
テ
ー
た
け
を
聞
い
て
い
て
も
、
肺
胸
を
え

ぐ
ら
れ
る
思
い
の
す
る
も
の
か
少
く
な

　
い
。
ま
た
歌
詞
た
け
を
万
て
も
そ
の
思
し

一か
す
る
。

　

子
守

唄
に

は

三
秤
あ
る
。
　
一
つ
は
了
q

　
↑
矛
ケ
晶
阿
h
巾
・
斤
沢
　
　
　
（
8
2
）
八
六
一
じ

　
厚
木
市
愛
甲
　
　
　
　
（
2
1
）
三
九
一
四

虎
　
踊

　
横
須
賀
市
西
油
賀
町
　
（
4
）
五
七
二
二

沖
縄
民
俗
芸
能

　
川

崎
市
大
島
町
　
　
　
（
2
）
ヒ
九
四
二

神
代
神
楽

　
巾
場
神
楽
（
横
浜
市
鶴
見
区
矢
向

　
　
　
　
　
　
　
　

（1
7
L
t
’
b
）
四
六
九
七
）

　
子
五
神
楽
（
横
浜
市
神
奈
川
区
松
風
町

　
　
　
　
　
　
　
　

（
＿
4
4
）
二
七
六
八
）

　
番
田
神
楽
（
相
根
原
市
上
溝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
8
）
1
　
1
七
六
）

　
愛
甲
神
楽
（
厚
木
市
愛
甲

　
　
　
　
　
　
　
　

（
2
）
1
五
一
一
）

飴
屋
踊

　
鎌
倉
市
材
木
座
　
　
　
（
2
2
）
o
o
三
九

川
崎
大
師
の
双
盤
（
毎
月
2
1
日
）

　
川
崎
市
観
音
町
　
　
　
（
2
8
）
四
六
一
四

入

谷
歌
魏
伎

　
座
間
町
入
谷
　
　
　
（
r
s
）
O
　
1
二
〇

遊
行
寺
の
踊
躍
念
仏
・
す
す
き
念
仏

　
藤
沢
市
西
富

　
　
　
　（

2
）
七
二
七
六

寿
獅
子
舞

　
小
田
原
市
曽
我
別
所
　
（
4
2
）
〇
八
一
六

◎

　
現
地
に

行

く
際
は
、
実
施
日
か
変
更

さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
事
前
に
確
認

し
て
く
た
さ
い
。

さ
せ
唄
」
と
い
わ
れ
る
も
の
て
、
子
勺

了
か
嬰
児
を
背
負
い
寝
さ
せ
る
た
め
に
唄

う
も
の
て
、
前
記
の
千
・
本
松
原
の
唄
の
よ

う
な
も
の
。
三
番
目
の
も
の
は
「
遊
は
せ

唄
」
と
も
い
う
へ
き
も
の
で
、
背
負
っ
た

幼
児
が
子
笥
っ
了
の
唄
う
歌
を
聞
か
せ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
め
さ
ま

遊
は

せ
る
も
の
て
「
日
．
見
し
唄
」
と
も
い

う
へ
き
か
。
へ
お
月
さ
ん
い
く
つ
十
三
七

つー
な
と
そ
の
例
て
あ
る
。

　
あ

る
著
名
な
作
曲
家
か
「
日
小
の
エ
コ

唄
は

哀
し
く
て
い
け
な
い
。
も
，
と
軽
快

な
リ
ス
ム
の
も
の
を
唄
う
へ
き
た
」
な
と

と
放
込
し
て
い
た
か
、
現
在
と
庄
っ
た
そ

れ

こ
そ
負
し
い
4
活
を
し
て
い
た
水
呑
百

姐
の

娘
達

が
、
且
那
衆
の
家
の
嬰
児
の
子

守
を
し
、
な
に
か
し
か
の
鼓
を
貰
　
て
生

　
　
た

計
の
足
し
に
し
て
い
た
苦
を
レ
勺
え
れ
は
、

哀
調

を
儒
U
た
了
守
唄
を
口
す
さ
ま
す
に

は

い

ら
れ
な
い
心
境
に
な
る
の
て
は
な
い

た

ろ
う
か
。
庶
民
の
歴
史
を
考
二
く
す
に
、

イ
守
唄
の
足
月
を
口
に
す
へ
き
も
の
て
は

な
か
ろ
う
。

　
ヘ
イ
守
り
や
楽
な
よ
て
し
て
万
り
〃
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
し

ら
い
o
北
－
ー
中
し
μ
子
か
泣
く
飯
や
こ
け
る

（
愛
甲
川
）
。
こ
の
歌
詞
な
と
宇
者
の
胸

こ
こ
み
ー
け
る
も
の
を
W
」
し
さ
せ
る
ヒ
し

歌
で
あ
る
。

一
ぶ
」
く
ガ
イ
ド

一 10一

　　　　　　　　　　tN

　内形呂
イ由容i名

　
地
区

に

分
け
、

　
1
月
力
ら
順
に
個
別
に
解
説
し
た
も
の

　

て
、
　
一
般
向
の
民
俗
芸
能
の
ガ
イ
ト
フ

　
ノ
ク
と
し
て
好
適
て
あ
る
。
巻
頭
に
水

　
田
衝
吉
県
交
化
財
専
門
委
且
の
〃
g
に
”

　

る
「
か
な
か
わ
の
民
俗
芸
能
概
説
」
を

　
岐
せ
、
全
ぺ
ー
シ
写
真
入
り
。
全
児
及

　
び

地

区
別
の
地
図
を
Z
し
、
そ
れ
ぞ
れ

　
の

民

俗
芸
能
に
は
解
説
の
ほ
か
、
連
絡

　
先
（
電
5
1
番
号
）
、
交
通
の
便
ま
で
記

　
杖
さ
れ
て
い
る
。

発
行

　
県
教
育
委
員
会
及
ひ
県
教
委
の
こ

　
好
意
に
よ
り
当
協
会
か
ら
も
発
行
す
る

　
予
定
。

n
’
、
　
～
、
＄
f
　
v
－
　
V
　
A
　
V
L
・
h
　
t
、
　
t
、
　
t
V
　
－
、
　
－
～

か
な
が
わ
の
民
俗
日
云
逸
肛
案
内

P
り
6
判
口
　
約
τ
目
十
ペ
ー
、
ソ

県
ド
を
横
浜
・
川
崎
、
鎌
倉
・
三

湘
南
、
県
西
、
県
央
、
県
北
の
六

　
　
　
　
各
地
区
の
民
俗
芸
能
を

新

規
会
員
募
集
／

　
入

会
こ
希
望
の
方
は
、
氏
名
、
住
所
、

電
話
番
号
を
明
記
の
ヒ
、
会
費
（
年
額
一

口

個
人
五
百
円
、
団
休
千
円
）
を
浄
え
て

お

申
込
み
く
た
さ
い
。
な
お
、
会
費
の
納

入
方
法
は
「
ニ
ュ
ー
ス
・
伝
言
板
」
を
二

参
照
く
た
さ
い
。
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．
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▽

…
「
神
奈
川
県
民
俗
芸
能
大
会
」
は
横

浜
．
藤
沢
・
相
模
原
・
小
田
原
と
県
内
各

地
で

上

演
さ
れ
て
い
る
が
、
4
6
年
度
の

　
「
第
8
回
大
会
」
は
、
1
0
月
3
1
日
（
日
）
、

横
須
賀
交
化
会
館
で
開
催
の
予
定
。

▼

：
・
「
第
1
3
回
関
東
ブ
ロ
ッ
ク
民
俗
芸
能

大

会
」
は
、
移
動
芸
術
祭
の
一
環
と
し

て
、
埼
玉
県
浦
和
市
・
埼
玉
会
館
で
開
催

の
予
定
。

▼

…
県
教
育
委
員
会
で
は
文
化
財
の
種
類

別
に

「
神
奈
川
県
文
化
財
図
鑑
」
を
作
成

中
だ
が
、
「
無
形
交
化
財
・
民
俗
資
料
篇
」

に

つ
い

て

は
46

・

47

年
度
の
2
力
年
に
わ

た

っ

て
作
成
す
る
。

▽

：
，
県
教
育
委
員
会
は
県
内
の
民
俗
芸
能

を
紹
介
す
る
た
め
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
「
か

な
が
わ
の
民
俗
芸
能
案
内
」
を
刊
行
し
た
。

　
な
お
、
本
書
は
協
会
か
ら
も
出
版
す
る

予
定
で
あ
る
。
　
　
（
↓
ぶ
っ
く
ガ
イ
ド
）

▼

…
県
教
育
委
員
会
は
次
の
芸
能
を
新
た

に

県
無
形
文
化
財
に
指
定
し
た
。

　
ω
御
霊
神
社
の
面
掛
行
列
（
鎌
倉
市
坂

　
　

ノ
下
・
例
祭
9
月
1
8
日
）

　
②
寺
山
神
社
の
鹿
島
踊
（
小
田
原
市
根

　
　
府
川
・
例
祭
4
月
第
3
日
曜
日
）

▼
…
藤
沢
市
教
育
委
員
会
は
「
西
富
喋
子
」

を
市
無
形
文
化
財
に
指
定
し
た
。

▼

…
三
浦
市
教
育
委
員
会
は
「
面
神
楽
」

を
市
無
形
文
化
財
に
指
定
し
た
。

　
　
　
　
（
以
上
↓
新
指
定
無
形
文
化
財
）

▽
…
県
指
定
無
形
文
化
財
・
相
模
人
形
芝

居

の
保
存
会
、
下
中
座
（
小
田
原
市
小
竹
）

長
谷
座

（
厚
木
市
長
谷
）
林
座
（
厚
木
市

林
）
の
3
座
は
、
今
後
の
発
展
を
期
す
る

た

め

「
相
模
人
形
芝
居
連
合
会
」
を
結
成

す
る
。

▼
…
「
虎
踊
」
　
（
横
須
賀
市
西
浦
賀
町
）

は
46
年

H
月
、
東
京
明
治
神
宮
外
苑
・
日

本
青
年
館
で
開
催
さ
れ
る
文
化
庁
企
画
・

「
第
21

回
全
国
民
俗
芸
能
大
会
」
に
出
演

す
る
こ
と
が
内
定
し
た
。

▼

…
協
会
の
会
費
・
見
学
会
等
の
予
約
金

の
納
入
に
つ
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の

方
法
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
ω
協
会
事
務
局
に
直
接
郵
送
。

　
②
横
浜
銀
行
の
振
込
を
利
用
。
　
（
各
支

店
に
あ
る
当
座
口
振
込
依
頼
書
に
横
浜
銀

行

県
庁
支
店
・
普
通
預
金
・
口
座
番
号
七

九

七
ー
七
o
八
・
受
取
人
－
神
奈
川
県
民

俗
芸
能
保
存
協
会
々
長
李
家
孝
等
を
記

入
。
無
料
）

　
③
郵
便
局
の
振
替
を
利
用
（
各
郵
便
局

に

あ
る
振
替
調
紙
主
－
泊
連
播
。
汚
到
横
鋲
’

三
四

二
入
、
協
会
名
を
記
入
。
料
金
は
五

百
円
ま
で
二
十
円
、
千
円
ま
で
三
五
円
）

～
・
、
‘
．
～
1
、
8
、
～
°
　
　
　
～
　
　
，
°
・
～
．
’
‘
・
～

協

　
会
　
日
　
誌

45
年

7
月
2
5
日
　
会
報
第
2
号
発
刊
。

8
月
3
0
日
　
民
俗
芸
能
「
日
本
の
民
謡
」

　
を
国
立
劇
場
で
観
賞
。
参
加
者
2
5
名
。

9
月
1
4
日
　
常
任
理
事
会
を
県
庁
で
開

　
催
。
第
7
回
県
民
俗
芸
能
大
会
等
に
つ

　
い
て
審
議
。

9
月
2
6
日
　
講
演
と
映
画
の
会
を
平
塚
市

　
立
図
書
館
で
開
催
o
参
会
者
約
8
0
名
。

10

月
4
日
　
第
7
回
県
民
俗
芸
能
大
会
を

　
小

田
原
市
民
会
館
で
開
催
。
川
演
団
休

　

1
5
。
観
客
約
千
名
。

12

月
1
0
日
　
会
報
第
3
号
「
民
俗
芸
能
大

　
会
特
集
号
」
発
刊
。

46
年

1
月
1
5
日
　
「
チ
ャ
ツ
キ
ラ
コ
」
（
三

　
浦
市
三
崎
）
を
見
学
。
参
加
者
4
9
名
。

2
月
2
0
日
　
「
文
楽
・
新
版
歌
祭
交
」
を

　
国
立
劇
場
で
観
賞
。
参
加
者
3
7
名
。

3
月
8
日
　
理
事
会
を
県
庁
で
開
催
。
4
6

　
年
度
の
事
業
計
画
等
に
つ
い
て
審
議
。

3
月
2
5
日
　
映
画
観
賞
会
を
三
浦
商
工
会

、
／
t
議
斯
で
開
逢
。
’
参
ム
声
渚
約
5
0
洛
巴
ε
；

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
曹
　
・

⑭
⑧
⑧
㊥

　
民
俗
芸

能
発
祥
の
母
体
と
な
っ
た
悪
疫

退
散
・
五
穀
曲
豆
穣
・
部
落
防
衛
な
ど
の
観

念
は
、
現
代
に
お
い
て
は
素
直
に
受
け
入

れ
ら
れ
な
い
点
も
多
く
、
そ
の
保
存
に
は

確
か
に

困
難
な
面
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
最
近
、
一
度
消
滅
し
た
か
に

見
え

た

民
俗

芸
能
が
各
地
で
、
再
び
活
躍

を
始
め
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
そ
こ

に

は
、
歌
舞
伎
や
能
な
ど
の
美
と
は
ち
が

っ

た
r
民
俗
芸
能
特
有
の
、
自
然
そ
の
も

の
に

根
づ
い
た
「
野
生
の
美
」
へ
の
認
識

が
、
従
来
の
素
朴
な
信
仰
と
目
的
と
は
異

な
っ
た
次
元
に
お
い
て
、
芽
生
え
て
き
て

い

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
い

ま
の
時
代
に
適
合
し
た
、
い
わ
ば
、

再
生
さ
れ
た
民
俗
芸
能
が
生
ま
れ
つ
つ
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
こ
の
頃
で

あ
る
。
　
　
　
　
　
　
（
小
野
　
記
）
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「
か
な
が
わ
の
民
俗
芸
能
」

　
　
　
　
　
　
　
第
　
四
　
号

　
　
昭
和
4
6
年
3
月
3
1
日
発
行

　
　
横
浜
市
中
区
日
本
大
通
リ
一

　
　

神
奈
川
県
教
育
庁
文
化
財
保
護

　
　

課
内

編
集

　
神
奈
川
県
民
俗
芸
能
保
存
協
会

　
　

事
務
局
　
　
　
回
伽
一
一
一
一

発
行
　
神
奈
川
県
民
俗
芸
能
保
存
協
会

印
刷
　
株
式
会
社
　
巾
島
印
刷
所

　
　
　
　
　
　
個
働
○
〇
六
四
～
六

ど
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
ジ
し
ー
ζ
－
・
レ
＝
、
：
’
レ
’
ト
”
㎏
～
ミ
’
い
レ
ー
’
く
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