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は
じ
め
に
─
民
俗
学
と
比
較
研
究
法
─

　

近
年
の
民
俗
学
研
究
で
注
目
す
べ
き
動
向
の
一
つ
は
柳
田
の
提
唱
し
た

比
較
研
究
法
の
活
用
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
る
。
二
〇
一
四
年
六
月
国
立
歴

史
民
俗
博
物
館
が
開
催
し
た
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
日
本
各
地
の
盆
行
事
と
葬
送

墓
制
の
最
近
の
変
化
」
も
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る（

１
）。

戦
後
の
民
俗

学
が
否
定
的
に
扱
っ
て
き
た
柳
田
の
比
較
研
究
法
の
見
直
し
が
始
ま
っ
て

い
る
そ
の
き
っ
か
け
の
一
つ
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
初
頭
の
い
わ
ゆ
る
岩

本
・
福
田
論
争
で
あ
っ
た（

２
）。

そ
の
議
論
の
中
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
て
い
る

民
俗
情
報
を
歴
史
情
報
と
し
て
読
み
解
く
と
い
う
視
点
と
方
法
、
そ
れ
を

柳
田
や
折
口（

３
）の

比
較
研
究
法
の
基
本
的
な
視
点
と
し
て
学
び
直
し
、
本
稿

で
は
そ
の
有
効
性
を
検
証
し
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。
調
査
と
分
析
の
対

象
と
す
る
の
は
鍛
冶
の
伝
承
、
と
く
に
ふ
い
ご
祭
り
と
そ
の
祭
日
と
祭
神

そ
し
て
供
物
と
し
て
の
み
か
ん
の
伝
承
な
ど
に
つ
い
て
で
あ
る
。

１
．
鍛
冶
の
信
仰
と
先
行
研
究

　

ふ
い
ご
祭
り
は
伝
統
的
に
鍛
冶
屋
や
鋳
物
師
を
中
心
に
伝
え
ら
れ
て
き

た
も
の
で
あ
り
、
現
在
も
鉄
工
所
を
は
じ
め
金
属
加
工
業
の
祭
り
と
し
て

伝
承
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
筆
者
の
調
査
事
例
の
中
で

ふ
い
ご
祭
り
の
伝
承
と
そ
の
重
層
性
に
つ
い
て

─
祭
日
・
祭
神
・
供
物
を
中
心
に
─

黒
田
迪
子
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も
、
徳
島
市
二
軒
屋
町
で
平
成
二
〇
年
（
二
〇
〇
八
）
ま
で
営
業
を
し
て

い
た
稲
田
農
機
具
製
作
所
で
は
、
毎
年
旧
暦
一
一
月
八
日
に
ふ
い
ご
祭
り

を
行
な
い
、
み
か
ん
を
仕
事
場
に
供
え
て
お
神
酒
を
携
え
て
近
く
の
天
目

一
神
社
へ
参
拝
し
て
い
る
。
栃
木
県
の
足
利
鉄
工
団
地
組
合
で
は
、
現
在

も
毎
年
一
二
月
八
日
あ
た
り
に
、
敷
地
内
に
祀
っ
て
い
る
金
山
神
社
の
例

大
祭
と
し
て
鍛
錬
式
を
中
心
と
し
た
ふ
い
ご
祭
り
を
行
な
っ
て
い
る
。
付

近
の
小
学
校
、
工
業
高
校
な
ど
か
ら
見
学
者
が
多
く
訪
れ
て
み
か
ん
を
も

ら
っ
て
い
く
。
鍛
錬
式
の
あ
と
に
は
関
係
者
を
中
心
と
し
た
酒
宴
が
催
さ

れ
て
い
る
。
筆
者
の
所
属
す
る
國
學
院
大
學
で
も
渋
谷
キ
ャ
ン
パ
ス
と
た

ま
プ
ラ
ー
ザ
キ
ャ
ン
パ
ス
に
お
い
て
ボ
イ
ラ
ー
室
で
安
全
を
祈
願
す
る
ふ

い
ご
祭
り
が
毎
年
一
一
月
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
民
俗
学
に
お
け
る
野
鍛
冶
の
研
究
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の

は
朝
岡
康
二
の
鍛
冶
技
術
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
る
。
朝
岡
は
日
本
各
地

の
野
鍛
冶
の
技
術
伝
承
を
中
心
に
東
南
ア
ジ
ア
へ
の
視
野
も
も
ち
な
が
ら

調
査
研
究
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
歴
史
的
な
追
跡
は
少
な
く
、
ま
た
信
仰

的
な
側
面
に
つ
い
て
も
、「
ど
こ
で
も
そ
う
で
あ
る
が
、
鞴
祭
は
本
来
の

祭
の
性
格
が
い
ま
ひ
と
つ
不
分
明
で
、
多
く
は
い
ろ
い
ろ
の
神
と
習
合
し

て
お
り
、
儀
礼
も
少
な
い（

４
）」

と
述
べ
る
に
止
ま
っ
て
い
る（

５
）。

ま
た
、
そ
れ

よ
り
さ
き
佐
藤
次
郎
も
精
力
的
に
日
本
各
地
の
農
鍛
冶
の
技
術
と
伝
承
を

追
跡
し
て
貴
重
な
情
報
を
収
集
し
て
い
る
が
、
体
系
的
な
論
考
と
し
て
は

組
み
立
て
ら
れ
て
い
な
い（

６
）。

一
方
、
鍛
冶
の
信
仰
に
つ
い
て
は
、
早
く
に

柳
田
國
男
の
「
炭
焼
き
小
五
郎
が
事（

７
）」

が
あ
り
、
そ
れ
を
受
け
て
石
塚
尊

俊
や
牛
尾
三
千
夫
の
金
屋
子
神
の
問
題
に
つ
い
て
の
研
究
が
あ
る（

８
）。

ま

た
、
最
近
の
研
究
と
し
て
は
、
稲
荷
神
の
ほ
た
け
を
中
心
と
し
た
ふ
い
ご

祭
り
の
来
歴
に
つ
い
て
の
寺
島
慶
一
の
研
究
が
あ
る（

９
）。

し
か
し
、
実
情
と

し
て
の
鍛
冶
の
信
仰
と
ふ
い
ご
祭
り
に
つ
い
て
は
そ
れ
ら
金
屋
子
神
や
稲

荷
神
の
信
仰
だ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
よ
り
広
く
そ
の
伝
承
情
報
を
収

集
整
理
し
て
、
ふ
い
ご
祭
り
を
中
心
に
鍛
冶
の
信
仰
伝
承
に
つ
い
て
考
察

し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

２
．
全
国
比
較
の
視
点
か
ら
み
た
ふ
い
ご
祭
り

（
１
）
概
況　

　

ふ
い
ご
祭
り
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
日
本
各
地
の
民
俗
調
査
情
報
を
も

と
に
整
理
し
て
み
た
の
が
、
表
１
（
ふ
い
ご
祭
り
一
覧
表
）
で
あ
る
。
東

北
の
岩
手
県
か
ら
九
州
の
宮
崎
県
ま
で
計
三
七
六
の
事
例
情
報
で
あ
る
。

自
分
の
直
接
調
査
事
例
は
ま
だ
五
例
程
度
で
あ
り
、
ま
た
地
方
ご
と
に
こ

れ
ま
で
の
調
査
実
績
の
疎
密
に
よ
る
情
報
の
質
と
量
の
偏
差
も
考
慮
さ
れ

る
が
、
各
地
の
鍛
冶
屋
そ
の
も
の
が
消
滅
も
し
く
は
鉄
工
関
係
へ
の
職
種

変
更
の
中
に
あ
る
現
状
を
考
え
れ
ば
、
筆
者
の
現
地
調
査
と
こ
の
表
１
の
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情
報
に
よ
っ
て
も
あ
る
程
度
は
ふ
い
ご
祭
り
の
伝
承
の
概
況
を
把
握
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
な
お
、
筆
者
の
現
地
調
査
事
例
の
そ
れ
ぞ
れ
の
個

別
分
析
に
つ
い
て
は
別
稿
を
用
意
し
て
い
る
。

（
２
）
祭
日

　

ま
ず
、
祭
日
に
注
目
し
て
み
る
。
一
一
月
八
日
を
祭
日
と
す
る
事
例
が

最
も
多
い
。
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
に
旧
暦
か
ら
新
暦
へ
と
変
わ
っ
た

の
ち
新
暦
一
一
月
八
日
に
行
な
う
よ
う
に
な
っ
た
も
の
も
多
い
が
、
季
節

感
に
合
せ
て
月
遅
れ
で
一
二
月
八
日
と
し
て
い
る
例
も
多
い
。
そ
れ
は
盆

行
事
が
や
は
り
季
節
感
に
合
せ
て
八
月
一
五
日
の
月
遅
れ
に
な
っ
て
い
る

例
が
多
い
よ
う
に
、
こ
の
ふ
い
ご
祭
り
も
冬
至
と
い
う
重
要
な
季
節
の
変

わ
り
目
に
合
せ
て
月
遅
れ
に
設
定
さ
れ
る
例
が
多
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら

れ
る
。
ま
た
一
二
月
一
七
日
を
祭
日
と
す
る
も
の
（
岩
手
2
）
も
あ
る

が
、
そ
れ
は
新
暦
で
も
旧
暦
に
換
算
し
て
旧
暦
一
一
月
八
日
を
忠
実
に

守
っ
て
い
る
事
例
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
一
一
月
八
日
を
祭
日
と
す
る
こ

と
に
つ
い
て
の
伝
承
に
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
⑴
こ
の
日
ふ
い

ご
が
天
か
ら
降
っ
て
き
た
（
栃
木
3
、
埼
玉
3
、
埼
玉
16
）。
⑵
こ
の
日

追
わ
れ
人
を
ふ
い
ご
の
中
に
匿
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
鍛
冶
屋
が
繁
盛
す
る

よ
う
に
な
っ
た
（
山
口
３
ｅ

）
（1
（

）。
ま
た
、
⑶
こ
の
日
を
一
陽
来
復
の
祈
願

と
結
び
つ
け
て
い
る
例
、
た
と
え
ば
「
鍛
冶
吹
革
祭
、
当
月
御
火
焚
祭
は

一
陽
来
復
の
陽
気
を
助
け
、
諸
神
出
雲
よ
り
帰
り
給
ふ
意
に
依
り
、
他
国

に
て
は
神
社
は
云
ふ
に
及
ば
ず
、
俗
家
に
て
も
祭
る
事
な
る
を
、
此
国
に

て
は
中
頃
よ
り
一
向
宗
門
徒
夥
し
く
、
神
事
は
等
閑
な
る
風
俗
と
な
り
、

御
火
焚
な
ど
も
総
て
行
は
ず
、
只
鍛
冶
の
み
に
て
吹
革
祭
と
称
す
る
な

り
」（
福
井
5
）
と
述
べ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
冬
至
を
過
ぎ
て

「
一
陽
来
復
の
陽
気
を
助
け
」
る
た
め
と
い
う
伝
承
は
、
柳
田
國
男
が
旧

暦
一
一
月
を
極
陰
の
月
と
し
て
陽
気
へ
と
向
か
う
季
節
で
あ
る
と
指
摘
し

て
い
る
こ
と
と
と
も
に
注
目
さ
れ
る
伝
承
で
あ
る
。
柳
田
は
「
た
と
へ
ば

霜
月
の
八
日
は
吹
革
祭
と
し
て
金
屋
の
徒
が
守
つ
て
居
た
の
も
、
多
分
は

御
火
焼
き
と
の
関
係
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
即
ち
こ
の
月
は
所
謂
極
陰
の
陽

を
発
す
べ
き
月
で
あ
る
故
に
特
に
人
間
の
火
を
以
て
少
し
で
も
早
く
こ
れ

を
促
さ
う
と
す
る
慣
習
が
、
期
せ
ず
し
て
多
く
の
民
族
の
間
に
始
ま
っ
た

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
亦
希
望
を
与
へ
る
満
月
の
夜
の
祭
の
、
前
導
で
あ

つ
た
と
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。」
と
の
べ
て
い
る）

（（
（

。
旧
暦
一
一
月
八
日

は
火
を
大
切
に
扱
う
鍛
冶
の
職
人
た
ち
に
と
っ
て
冬
至
の
月
の
上
弦
の
日

を
節
日
に
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る）

（1
（

。

（
３
）
祭
神

　

祭
神
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
で
は
前
述
の
石
塚
尊
俊
が
、
荒
神
、
稲
荷

神
、
金
屋
子
神
の
三
つ
の
系
統
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
が）

（1
（

、
今
回
収
集
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し
た
事
例
情
報
か
ら
み
る
と
、
表
２
（
祭
日
・
祭
神
・
供
物
の
変
化
形
と

そ
の
分
布
傾
向
）
に
み
る
よ
う
に
、
次
の
五
つ
が
主
要
な
も
の
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
金
屋
子
、
金
山
、
稲
荷
神
、
天
目
一
箇

神
、
荒
神
、
と
い
う
五
つ
の
系
統
で
あ
る
。

金
屋
子　
　

こ
の
金
屋
子
の
神
は
、
鳥
取
県
、
島
根
県
、
広
島
県
な
ど
中

国
地
方
に
濃
密
な
分
布
を
示
し
て
お
り）

（1
（

、
そ
れ
以
外
で
は
東
北
、
関
東
、

北
陸
、
近
畿
、
九
州
に
少
し
ず
つ
み
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。「
か
な
や

こ
」「
か
な
や
こ
の
神
」
の
文
献
上
の
初
見
は
広
島
県
北
広
島
町
壬
生
の

井
上
家
文
書
の
中
の
天
文
一
〇
年
（
一
五
四
一
）
の
「
金
山
の
祭
文
」
だ

と
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
に
伯
耆
国
の
下
原
重
仲
が
著

し
た
『
鉄
山
必
用
記
事）

（1
（

』
に
は
そ
の
名
の
「
金
屋
子
神
祭
文
」
が
掲
載
さ

れ
て
い
る
が
、
両
者
は
時
代
も
隔
た
り
し
た
が
っ
て
内
容
も
異
な
っ
て
い

る
。
前
者
は
中
世
的
で
呪
術
的
な
内
容
で
、
鑪
う
ち
・
鋳
物
師
・
鍛
冶
の

そ
れ
ぞ
れ
の
金
屋
子
の
わ
ざ
の
成
就
を
祈
念
す
る
祭
文
で
、
金
屋
子
神
を

金
銀
銅
鉄
を
従
え
護
る
九
十
九
人
の
姫
宮
と
し
て
、
姫
宮
三
十
三
人
ず
つ

が
高
位
の
仏
神
の
加
護
に
よ
り
、
山
に
入
っ
て
鑪
を
打
ち
、
仮
屋
を
作
っ

て
鋳
物
師
と
な
り
、
鍛
冶
屋
を
作
っ
て
鍛
冶
と
な
り
、
釼
・
鉾
・
太
刀
・

刀
を
顕
わ
す
さ
ま
を
誦
む
。
つ
い
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
祟
り
を
な
す
式
神
を

打
ち
返
す
呪
力
を
も
つ
も
の
と
し
て
来
臨
を
請
う
た
金
山
龍
王
と
そ
の
式

王
子
（
護
法
童
子
）
の
は
た
ら
き
を
す
る
大
小
金
山
太
郎
に
、「
生
霊
・

死
霊
・
呪
詛
・
悪
念
・
悪
霊
の
輩
な
り
と
も
、
今
日
金
屋
子
の
丁
、
秘
密

の
利
剣
の
先
に
か
け
、
鬼
門
の
方
へ
攘
い
た
ま
へ
」
と
祈
念
を
い
た
す
、

と
い
う
構
成
を
と
っ
て
い
る）

（1
（

。
そ
れ
に
対
し
て
、
後
者
は
中
世
以
来
の
陰

陽
五
行
の
信
仰
の
反
映
を
継
承
し
な
が
ら
も
、
近
世
的
な
記
紀
神
話
の
影

響
を
受
け
て
金
山
彦
や
天
ノ
目
一
箇
神
が
登
場
し
て
い
る
。
柳
田
國
男
は

鍛
冶
屋
は
古
く
は
多
く
が
漂
泊
の
生
活
を
し
て
お
り
各
地
に
金
と
つ
く
地

名
が
多
い
の
は
彼
ら
の
移
動
の
あ
と
で
あ
る
と
の
べ
て
い
る
。
た
と
え

ば
、「
中
国
地
方
の
鉄
産
地
に
於
て
は
、
多
く
の
村
に
金
鋳
護
又
は
金
屋

子
と
い
ふ
祠
あ
り
。
金
屋
既
に
去
つ
て
後
も
、
神
の
み
は
留
ま
り
、
此
頃

の
学
問
あ
る
神
官
に
由
つ
て
、
金
山
彦
命
な
ど
と
届
け
ら
れ
て
居
る
が
、

人
は
依
然
と
し
て
之
を
カ
ナ
イ
ゴ
サ
ン
と
称
へ
る
の
で
あ
る
」
と
い
い）

（1
（

、

金
山
彦
と
い
う
祭
神
の
名
前
は
神
官
に
よ
っ
て
後
か
ら
付
さ
れ
た
名
だ
と

指
摘
し
て
い
る
。
牛
尾
三
千
夫
も
三
日
鑪
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、

鍛
冶
は
移
動
の
生
活
を
し
て
い
た
の
だ
と
い
い
、
石
塚
尊
俊
が
金
屋
子
信

仰
の
広
ま
り
は
出
雲
能
義
郡
比
田
村
の
金
屋
子
神
社
の
神
主
安
部
氏
の
力

に
よ
る
も
の
だ
が
、
こ
う
し
た
組
織
が
で
き
る
以
前
に
は
神
主
よ
り
も
村

下
が
力
を
持
っ
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
の
に
対
し
て）

（1
（

、
牛
尾
は
石
見
地

方
で
は
、「
恐
ら
く
比
田
の
社
の
勧
請
に
非
ざ
る
、
古
く
野
鑪
時
代
に
、

既
に
漂
泊
の
徒
の
そ
の
ゆ
く
先
々
の
タ
タ
ラ
場
へ
此
の
神
を
鎮
祭
し
た
の

で
な
け
れ
ば
、
か
ゝ
る
多
く
の
金
屋
子
社
の
鎮
座
を
見
な
か
つ
た
の
で
は
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な
か
ろ
う
か
」
と
の
べ
て
い
る）

11
（

。
つ
ま
り
、
こ
の
金
屋
子
神
は
鍛
冶
屋
の

神
と
し
て
そ
の
固
有
性
が
強
く
認
め
ら
れ
る
わ
り
に
は
、
そ
の
神
社
の
分

布
は
東
北
か
ら
九
州
ま
で
わ
ず
か
ず
つ
し
か
点
在
し
て
い
な
い
そ
の
理
由

と
し
て
、
柳
田
や
牛
尾
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
鍛
冶
屋
の
伝
え
て
い
た

そ
の
移
動
生
活
の
伝
統
に
そ
の
理
由
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

金
山　
　

こ
の
金
山
の
神
は
関
東
地
方
の
栃
木
、
茨
城
、
埼
玉
の
各
県
か

ら
中
部
地
方
の
静
岡
県
ま
で
広
く
、
ま
た
奈
良
県
に
一
例
と
中
国
、
四

国
、
九
州
の
各
地
方
に
少
し
ず
つ
み
ら
れ
る
。
こ
の
金
山
の
神
に
つ
い
て

の
各
地
の
情
報
を
整
理
し
て
み
る
と
、
Ａ
：
金
山
・
金
神
系
と
、
Ｂ
：
金

山
彦
系
と
が
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
ま
ず
、
Ａ
：
金
山
・
金
神
系
に

注
目
し
て
み
る
。
こ
の
神
は
そ
の
数
が
多
く
前
述
の
よ
う
に
天
文
一
〇
年

（
一
五
四
一
）
の
「
金
山
の
祭
文
」
に
「
か
な
や
こ
の
神
」
と
と
も
に

「
金
山
大
郎
」
の
名
も
み
え
る
。
ま
た
、
高
知
県
下
で
鍛
冶
神
の
降
臨
や

鍛
冶
の
由
来
を
語
る
祭
文
類
を
約
二
〇
点
収
集
し
た
高
木
啓
夫
に
よ
れ

ば）
1（
（

、
そ
れ
ら
鍛
冶
関
係
資
料
は
、
a.
祈
祷
太
夫
の
祭
文
系
、
b.
そ
の
祭
文

に
付
随
す
る
式
法
類
、
c.
鍛
冶
工
程
の
技
法
類
、
の
三
者
に
分
類
さ
れ
、

そ
こ
で
は
「
金
山
次
郎
」
が
登
場
し
て
い
る
。
天
竺
唐
土
の
番
権
大
王
を

祖
と
す
る
五
人
も
し
く
は
七
人
の
王
子
に
よ
る
鍛
冶
の
神
々
の
誕
生
の
物

語
、
日
本
に
お
け
る
鍛
冶
の
由
来
、
諸
道
具
と
そ
れ
に
宿
る
神
仏
な
ど
に

つ
い
て
語
る
祭
文
で
あ
る
。
そ
の
祭
文
を
唱
え
て
鍛
冶
の
神
々
を
招
請
し

て
呪
法
を
行
な
い
、
荒
神
鎮
め
や
病
人
に
憑
い
て
い
る
生
霊
死
霊
を
追
い

出
し
、
呪
詛
や
調
伏
返
し
の
呪
法
を
行
な
う
こ
と
な
ど
が
書
か
れ
て
お

り
、
そ
の
呪
術
を
行
な
う
時
に
、
鞴
、
金
床
、
大
槌
、
小
槌
な
ど
を
用
い

る
と
い
う
。
こ
れ
ら
に
よ
る
と
、
金
屋
子
と
金
山
と
は
ほ
ぼ
重
な
る
祭
神

で
あ
り
、
い
ず
れ
も
中
世
的
な
陰
陽
五
行
の
信
仰
に
深
く
か
か
わ
る
祭
神

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

次
に
、
Ｂ
：
金
山
彦
系
に
注
目
し
て
み
る
。
表
１
の
中
の
事
例
と
し
て

は
、
茨
城
2
、
東
京
10
、
東
京
15
、
新
潟
7
、
広
島
1
で
あ
る
。
こ
の
金

山
彦
神
の
名
は
、
古
事
記
と
日
本
書
紀
に
み
え
る
が
、
現
代
の
伝
承
で
み

れ
ば
、
金
山
彦
命
を
祭
神
と
す
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
の
は
岐
阜
県
の

南
宮
大
社
（
旧
称
南
宮
神
社
）
で
あ
る）

11
（

。
関
東
地
方
の
金
山
神
社
の
中
心

と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
東
京
日
本
橋
の
金
山
神
社
は
大
正
年
間
の
一
九
二

〇
年
代
後
半
か
ら
そ
の
美
濃
の
南
宮
大
社
の
「
御
分
霊
」
を
「
奉
斎
」
し

て
き
た
の
ち
に
、
昭
和
二
九
年
（
一
九
五
四
）
に
勧
請
さ
れ
た
も
の
で
あ

る）
11
（

。
栃
木
県
足
利
市
の
足
利
鉄
工
業
協
同
組
合
の
金
山
神
社
も
筆
者
の
調

査
に
よ
れ
ば
、
大
正
期
に
勧
請
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
京
都
の
刃
物
神
社

も
南
宮
大
社
を
信
奉
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
昭
和
四
八
年
（
一
九
七
三
）

に
刃
物
神
社
奉
賛
会
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
神
で
あ
る）

11
（

。
現
在
で
は
こ
の

南
宮
大
社
の
祭
神
で
あ
る
金
山
彦
命
が
鍛
冶
職
や
鉄
工
関
係
の
祭
神
と
し

て
広
く
重
視
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
そ
の
信
仰
の
歴
史
は
あ
ま
り
古
い
も
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の
と
は
い
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
美
濃
国
の
南
宮
大
社
の
年
中
行
事
と
し

て
近
世
以
来
重
要
視
さ
れ
て
き
た
の
は
五
月
五
日
の
例
大
祭
と
、
現
在
で

は
廃
れ
た
一
一
月
一
五
日
の
常
楽
会
で
あ
り
、
一
一
月
八
日
の
鍛
錬
式
は

近
世
の
記
録
類
に
は
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る）

11
（

。
柳
田

國
男
も
前
述
の
よ
う
に
、「
此
頃
の
学
問
あ
る
神
官
に
由
つ
て
、
金
山
彦

命
な
ど
と
届
け
ら
れ
て
居
る
が
、
人
は
依
然
と
し
て
之
を
カ
ナ
イ
ゴ
サ
ン

と
称
へ
る
の
で
あ
る）

11
（

」
と
の
べ
て
お
り
、
明
治
期
以
降
の
神
社
行
政
の
中

で
流
布
し
て
い
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
す
れ
ば
、

表
１
の
中
の
、
た
と
え
ば
広
島
７
な
ど
は
古
く
は
金
屋
子
の
神
で
あ
っ
た

の
が
新
し
く
金
山
彦
の
神
へ
と
変
え
ら
れ
て
い
っ
た
例
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る）

11
（

。

稲
荷
神　
　

こ
の
稲
荷
神
は
鍛
冶
屋
の
信
仰
と
し
て
固
有
の
も
の
と
い
う

よ
り
は
、
広
く
稲
作
や
商
業
や
芸
能
を
は
じ
め
幅
広
い
信
仰
を
集
め
て
い

る
神
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
は
表
1
に
み
る
よ
う
に
、
そ
の
稲
荷
神

が
鍛
冶
の
神
と
し
て
祭
ら
れ
て
い
る
例
が
日
本
各
地
に
多
い
の
が
実
情
で

あ
る
。
関
東
地
方
と
中
国
四
国
九
州
の
各
地
方
に
み
ら
れ
、
と
く
に
金
屋

子
の
み
ら
れ
な
い
京
都
に
も
多
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
そ
の
歴
史
を
追
跡

し
て
み
る
上
で
、
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
京
都
の
伏
見
稲
荷
神
社
に
関

連
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
伝
承
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
鍛
冶
を
は
じ
め
と
す

る
金
属
加
工
技
術
者
の
信
仰
を
集
め
た
由
来
に
つ
い
て
の
伝
承
で
あ
る
。

図１　ふいご祭りの由来と稲荷神社、その伝承の変遷過程
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記
録
史
料
を
整
理
し
て
み
る
と
、
図
１
に
み
る
と
お
り
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
Ａ
：
稲
荷
神
が
天
下
っ
た
、
Ｂ
：
稲
荷
神
が
刀
剣
鍛
冶
の
三

条
小
鍛
冶
と
相
槌
を
打
っ
た
、
Ｃ
：
三
条
小
鍛
冶
が
稲
荷
神
山
の
埴
土
を

用
い
た
、
と
い
う
三
つ
の
伝
承
で
あ
る
。
そ
れ
が
一
六
〇
〇
年
代
後
半
の

時
点
で
併
存
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
う
ち
、
謡
曲
「
小
鍛
冶
」

の
存
在
か
ら
す
れ
ば
、
Ｂ
が
最
も
古
い
伝
承
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
し
か

し
、
Ａ
も
そ
れ
と
は
別
の
系
統
の
伝
承
と
し
て
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
た

可
能
性
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
Ａ
の
、
神
が
天
か
ら
降
り
て
き
て
云
々
と
い

う
起
源
伝
承
は
金
屋
子
神
の
伝
承
と
し
て
も
現
在
各
地
で
語
り
伝
え
ら
れ

て
い
る
も
の
で
あ
り
（
茨
城
2
、
群
馬
3
、
埼
玉
8
）、
神
が
天
降
る
と

い
う
点
で
そ
れ
と
共
通
す
る
伝
承
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
稲
荷
神
の
Ａ
の

伝
承
は
、
一
六
八
五
年
の
「
本
朝
諸
社
一
覧
」
で
は
俗
説
と
し
て
否
定
さ

れ
て
い
る
が
、
一
六
九
〇
年
の
「
人
倫
訓
蒙
図
彙
」
で
は
肯
定
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
元
禄
年
間
成
立
の
「
稲
荷
神
大
明
神
利
現
記
」
で
は
ふ
た

た
び
否
定
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
Ａ
の
伝
承
は
一
六
〇
〇
年
代
後
半
に

は
存
在
し
て
い
た
古
い
伝
承
で
あ
っ
た
が
、
稲
荷
神
社
の
関
係
者
の
間
で

は
俗
説
と
し
て
次
第
に
否
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
伝
承
で
あ
っ

た
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
Ｂ
の
伝
承
は
、
一
六
〇
〇
年

代
後
半
の
記
録
で
は
最
も
知
ら
れ
認
め
ら
れ
て
い
た
通
説
で
あ
っ
た
。
一

方
、
Ｃ
の
伝
承
は
、
一
六
八
五
年
の
「
本
朝
諸
社
一
覧
」
か
ら
出
て
来
る

が
、
一
六
九
四
年
の
「
水
台
記
」
で
は
、
Ｂ
の
伝
承
が
主
た
る
も
の
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
Ｃ
は
後
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の

と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
元
禄
年
間
成
立
の
「
稲
荷
神
大
明
神
利
現

記
」
で
は
、
む
し
ろ
Ｃ
が
中
心
に
な
り
、
そ
し
て
Ｂ
が
付
随
的
な
も
の
と

し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、
Ａ
は
強
く
否
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、

一
八
世
紀
半
ば
の
「
牛
馬
問
」
に
至
る
と
、
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
の
3
つ
の
位
置

づ
け
に
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
る
。
Ａ
に
は
ま
っ
た
く
触
れ
ら
れ
な
く
な

り
、
古
く
か
ら
中
心
的
な
位
置
を
占
め
て
き
た
Ｂ
が
否
定
さ
れ
る
に
至
っ

て
お
り
、
Ｃ
が
最
も
有
力
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
次
の
四
点
が
指
摘
で
き
る
。
⑴
一
六
〇
〇
年
代

後
半
に
は
、
古
く
か
ら
の
Ｂ
が
中
心
的
な
起
源
伝
承
と
し
て
語
ら
れ
て
い

た
。
⑵
そ
れ
と
は
別
に
、
Ａ
と
い
う
古
い
伝
承
が
存
在
し
た
。
⑶
し
か

し
、
Ａ
と
い
う
伝
承
は
、
そ
の
一
六
〇
〇
年
代
後
半
か
ら
次
第
に
俗
説
と

し
て
否
定
さ
れ
て
い
っ
た
。
⑷
そ
の
後
、
一
六
〇
〇
年
代
末
～
一
七
〇
〇

年
代
半
ば
に
向
か
っ
て
、
Ｂ
が
主
た
る
伝
承
で
あ
っ
た
が
、
し
だ
い
に
Ｃ

が
中
心
的
な
も
の
へ
と
そ
の
位
置
を
変
え
て
い
っ
た
。

　

ま
た
、
起
源
伝
承
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
次
の
二
点
が
指
摘
で
き
る
。

⑴
神
が
天
か
ら
降
っ
て
き
た
と
い
う
起
源
伝
承
は
、
稲
荷
神
の
そ
れ
と
金

屋
子
神
の
ふ
い
ご
祭
り
の
伝
承
と
の
両
者
に
共
通
し
て
い
る
。
こ
れ
は
鍛
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冶
屋
の
神
が
金
屋
子
神
で
あ
る
と
す
る
伝
承
の
中
に
古
く
か
ら
あ
っ
た
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
が
、
鍛
冶
屋
の
神
が
稲
荷
神
へ
と
変
化
し
た
中
に
あ
っ

て
も
そ
こ
で
一
緒
に
語
り
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
な

ぜ
な
ら
、
鍛
冶
屋
の
神
と
し
て
本
来
的
な
神
は
金
屋
子
神
で
あ
り
、
そ
れ

が
近
畿
地
方
や
関
東
地
方
な
ど
地
域
に
よ
っ
て
は
稲
荷
神
へ
と
変
化
し
た

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
⑵
起
源
伝
承
が
、
Ｂ
に
代
わ
っ
て
Ｃ
に

な
っ
て
い
っ
た
そ
の
背
景
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
埴
土
を
も
ら
い
に

く
る
金
属
加
工
技
術
者
と
稲
荷
神
山
の
埴
土
と
い
う
現
実
的
で
具
体
的
な

物
質
を
介
在
さ
せ
る
信
仰
が
伴
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
神
社
の
立
場
か

ら
し
て
も
信
仰
者
の
立
場
か
ら
し
て
も
そ
の
伝
承
の
方
が
有
力
で
あ
っ
た

か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

寺
島
慶
一
は
ふ
い
ご
祭
り
と
お
火
焼
き
の
習
合
過
程
に
つ
い
て
、『
日

次
紀
事
』（
一
六
七
六
年
脱
稿
）
の
「
稲
荷
神
大
社
火
焼
（
中
略
）
或
謂

嚢
籥
祭
。
知
恩
寺
鎮
守
元
賀
茂
明
神
也
。
三
十
九
世
満
霊
和
尚
、
加
稲
荷

神
八
幡
。
故
今
日
有
稲
荷
神
明
神
之
火
焼
」
と
い
う
記
事
を
あ
げ
て
、
ふ

い
ご
祭
り
と
お
火
焼
き
は
一
七
世
紀
後
半
に
は
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
が）

11
（

、
そ
の
『
日
次
記
事
』
の
記
事
で
注
意
さ
れ
る
の
は
む

し
ろ
、
一
一
月
の
お
火
焼
の
行
事
は
伏
見
稲
荷
神
に
限
ら
ず
京
都
の
神
社

で
は
そ
の
他
多
く
の
社
寺
で
行
な
わ
れ
て
お
り
、
京
都
大
坂
の
一
一
月
と

い
え
ば
お
火
焚
き
の
月
と
も
い
う
べ
き
月
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
一
一
月
と
は
極
陰
の
月
、
冬
至
の
月
で
あ
り
、
お
火
焚
き
行
事

の
背
景
と
し
て
は
暦
法
上
の
一
陽
来
復
の
信
仰
と
の
結
び
つ
き
が
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

天
目
一
箇
神　
　

こ
の
神
は
そ
の
分
布
が
徳
島
県
や
愛
媛
県
ま
た
山
口
県

や
福
岡
県
に
限
ら
れ
て
い
る
。
天
目
一
箇
神
と
い
え
ば
、
日
本
書
紀
、
播

磨
国
風
土
記
、
古
語
拾
遺
に
そ
の
名
が
み
え
る
神
で
あ
る
。
か
つ
て
加
藤

玄
智
は
神
話
分
析
の
視
点
か
ら
こ
の
神
を
フ
ァ
リ
ッ
ク
ゴ
ッ
ド
で
あ
る
と

論
じ
た）

11
（

。
し
か
し
、
柳
田
國
男
は
そ
れ
を
否
定
し
て
こ
の
天
目
一
箇
神
の

信
仰
の
背
景
に
あ
っ
た
の
は
よ
り
広
い
一
つ
目
の
神
の
信
仰
で
あ
ろ
う
と

論
じ
て
い
る）

11
（

。
そ
の
柳
田
の
指
摘
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
天
目
一
箇
神

が
古
今
た
ゞ
一
柱
し
か
な
か
つ
た
と
い
ふ
考
は
、
実
は
根
拠
が
な
い
か
ら

止
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」、「
新
し
い
社
伝
に
は
祭
神
を
天
目
一
箇
命
と
あ

る
。
即
ち
ま
た
神
代
史
の
作
金
者
と
同
一
視
せ
ん
と
す
る
例
で
あ
っ
て
」

云
々
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
祭
神
を
神
代
史
の
天
目
一
箇
命
と
す
る
の
は

新
し
い
社
伝
に
よ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

三
宝
荒
神　
　

こ
の
三
宝
荒
神
は
三
面
六
臂
ま
た
は
八
面
六
臂
の
忿
怒
の

形
相
の
神
で
あ
る
。
真
言
密
教
の
不
動
明
王
に
も
共
通
す
る
神
と
し
て
悪

の
懲
罰
や
厄
除
け
の
信
仰
が
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
一
方
、
火
の
神
、
竈

の
神
と
し
て
の
信
仰
も
広
い
。
そ
れ
が
ふ
い
ご
祭
り
の
祭
神
と
し
て
岩

手
、
秋
田
、
宮
城
、
福
島
に
集
中
し
て
い
る
の
は
、
竈
の
神
と
火
の
神
と
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し
て
の
共
通
性
か
ら
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
特
徴

的
な
分
布
を
指
摘
し
て
お
く
に
止
め
る
。
今
後
の
追
跡
検
証
を
予
定
し
て

い
る
。

（
４
）
供
物

　

ふ
い
ご
祭
り
の
供
物
と
し
て
特
徴
的
な
も
の
は
表
1
に
み
る
よ
う
に
み

か
ん
で
あ
る
。
た
だ
古
く
か
ら
た
た
ら
製
鉄
で
知
ら
れ
祭
神
の
金
屋
子
の

伝
承
の
本
場
と
も
い
う
べ
き
島
根
県
一
帯
で
は
み
か
ん
の
伝
承
が
希
薄
で

あ
り
、
前
述
の
『
鉄
山
必
用
記
事
』（
一
七
八
四
）
に
も
み
か
ん
の
記
事

は
な
く
鏡
餅
が
供
物
と
さ
れ
て
い
る
。

柑
橘
類
の
歴
史　
　

み
か
ん
の
歴
史
を
さ
か
の
ぼ
る
上
で
参
考
に
な
る
の

は
『
明
治
前
日
本
農
業
技
術
史）

1（
（

』
な
ど
で
あ
る
が
、
蜜
柑
の
文
字
の
初
見

は
『
尺
素
往
来
』
に
「
菓
子
者
、
…
…
栗
、
椎
、
金
柑
、
蜜
柑
、
橙
橘
、

鬼
橘
、
柑
子
、
温
州
橘
等
」
と
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
お
り）

11
（

、
広

く
流
通
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
江
戸
時
代
の
一
七
世
紀
前
半
か
ら
と
さ
れ

て
い
る
。
安
藤
精
一
は
「
紀
州
蜜
柑
が
江
戸
で
最
初
に
販
売
さ
れ
た
の
は

寛
永
一
一
年
（
一
六
三
四
）
に
水
菓
子
問
屋
に
よ
っ
て
蜜
柑
一
籠
半
が
一

両
で
売
ら
れ
た
の
に
始
ま
る
」
と
の
べ
て
い
る）

11
（

。
し
か
し
、
現
在
の
ふ
い

ご
祭
り
の
伝
承
の
中
で
も
蜜
柑
で
は
な
く
柑
子
を
用
い
て
い
る
例
も
あ
り

（
徳
島
1
、
徳
島
7
、
徳
島
8
）、
蜜
柑
と
い
う
呼
称
と
種
類
に
こ
だ
わ
る

必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
、
か
つ
て
は
柑
子
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
り
、
広

く
柑
橘
類
と
し
て
考
え
て
お
く
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
柑
子
が
京
都
の
町

で
商
品
と
し
て
売
ら
れ
て
い
た
話
の
一
例
は
室
町
物
語
草
子
「
和
泉
式

部
」（
御
伽
草
子
）
に
も
み
え
る）

11
（

。
ま
た
、
平
安
時
代
後
期
一
二
世
紀
の

『
類
聚
雑
要
抄
』
に
載
せ
る
宮
中
の
正
月
の
鏡
餅
な
ど
歯
固
め
の
供
御
を

盛
り
付
け
た
食
膳
の
献
立
の
図
に
も
、「
置
鏡
餅
上
物
、
杠
葉
一
枚
、
蘿

蔔
一
株
、
押
鮎
一
隻
、
三
成
橘
一
枝
、
但
近
代
一
成
用
之
」
と
あ
り）

11
（

、
当
時

の
宮
中
で
は
「
三
成
の
橘
」
が
正
月
の
鏡
餅
の
上
に
載
せ
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
一
〇
世
紀
の
『
和
名
類
聚
抄
』
に
も
「
柑
子　

加
無
之
」

と
そ
の
名
が
み
え
る
。
ま
た
、『
古
事
談）

11
（

』
に
は
宮
中
の
紫
宸
殿
の
前
庭

の
「
左
近
の
桜
と
右
近
の
橘
」
は
も
と
梅
で
あ
っ
た
の
を
仁
明
朝
（
八
三

三
─
八
五
〇
）
に
桜
へ
と
植
え
替
え
ら
れ
た
と
い
う
伝
承
が
記
さ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
記
紀
神
話
の
時
代
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
垂
仁
朝
の
常
世
国
に

遣
わ
さ
れ
た
多
遅
摩
毛
理
（
日
本
書
紀
で
は
田
道
間
守
）
が
登
岐
士
玖
能

迦
玖
能
木
実
（
日
本
書
紀
で
は
非
時
之
香
菓
）
を
求
め
得
て
き
た
記
事
が

あ
る
。
古
事
記
が
「
是
れ
今
の
橘
な
り
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ

ば
少
な
く
と
も
七
世
紀
に
は
橘
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

万
葉
集
に
も
、「
橘
は 

実
さ
へ
花
さ
へ 

そ
の
葉
さ
へ 

枝
に
霜
降
れ
ど 

弥

常
葉
の
樹
」
と
、
常
葉
の
樹
と
詠
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
柑
橘
類
の
歴

史
を
概
観
し
て
み
て
わ
か
る
の
は
以
下
の
点
で
あ
る
。
⑴
日
本
古
代
の
七
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世
紀
か
ら
柑
橘
類
は
不
老
長
寿
の
果
実
と
し
て
、
常
葉
の
生
命
力
の
あ
る

果
実
と
し
て
の
意
味
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
⑵
九
世
紀
半
ば
ま
で
伝
え
ら

れ
て
い
た
紫
宸
殿
前
庭
の
「
右
近
の
橘
」
と
「
左
近
の
梅
」
と
い
う
植
樹

伝
承
の
中
に
は
、「
天
子
南
面
」
の
都
城
制
下
の
季
節
循
環
の
世
界
観
の

中
で
、
冬
か
ら
春
へ
の
年
越
し
、「
冬
至
の
橘
（
右
近
・
西
）」
か
ら
「
新

春
の
梅
（
左
近
・
東
）」
へ
、
と
い
う
歴
代
天
皇
の
御
代
御
代
の
永
遠
更

新
へ
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
⑶
一
二
世
紀
の
宮
中

で
は
、
柑
橘
類
は
正
月
行
事
の
献
立
に
加
え
ら
れ
て
い
て
不
老
長
寿
へ
の

祈
願
が
込
め
ら
れ
て
い
た
。

ふ
い
ご
祭
り
と
み
か
ん
撒
き　
　

ふ
い
ご
祭
り
で
み
か
ん
が
用
い
ら
れ
て

い
る
例
と
し
て
は
、
供
物
と
し
て
供
え
ら
れ
関
係
者
に
配
ら
れ
る
と
い
う

例
が
多
い
が
、
中
に
は
近
所
の
子
供
た
ち
に
撒
い
て
や
る
と
い
う
例
も
少

な
く
な
い）

11
（

。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
み
か
ん
を
撒
く
と
い
う
事
例
は
、
江

戸
時
代
の
記
録
類
に
も
散
見
さ
れ
る
。
み
か
ん
を
撒
く
際
に
は
子
供
が
は

や
し
言
葉
を
唱
え
て
い
る
例
が
多
く
、
江
戸
期
の
随
筆
類
で
は
享
保
期
以

降
、「
ほ
た
け
」
と
は
や
し
て
い
る
記
事
が
み
ら
れ
る）

11
（

。
そ
の
他
に
「
鍛

冶
屋
の
貧
乏
」
と
囃
し
た
て
て
い
る
も
の
も
み
ら
れ
る
が）

11
（

、
そ
れ
ら
の
記

事
を
読
め
ば
、
江
戸
や
京
都
の
町
方
の
子
ど
も
た
ち
が
「
鍛
冶
屋
の
貧

乏
」
と
囃
し
た
て
る
の
に
対
し
て
、
鍛
冶
屋
が
、
う
る
さ
い
子
ど
も
た
ち

に
気
前
よ
く
み
か
ん
を
撒
い
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

　

明
治
期
の
記
録
で
も
京
都
の
町
方
で
み
か
ん
撒
き
を
し
て
い
る
と
い
う

記
述
は
み
ら
れ
る）

11
（

。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
民
間
で
の
も
の
で
あ

り
、
伏
見
稲
荷
の
本
社
の
お
火
焚
き
は
、
そ
れ
と
は
ま
た
別
の
神
事
祭
礼

で
あ
り
、
よ
り
厳
粛
に
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る）

1（
（

。
京
舞
の
歌

詞
に
、「
〽
げ
に
一
様
の
神
楽
月
よ
う
き
日
に
ま
す
し
る
し
と
て
社
社
の

お
火
焚
き
。
〽
焚
け
焚
け
お
火
焚
け
の
蜜
柑
饅
頭
欲
し
や
の
う
の
」
と
あ

る
の
を
紹
介
し
た
記
事
も
あ
る
が）

11
（

、
明
治
期
の
京
都
の
町
方
で
は
一
一
月

の
諸
社
の
お
火
焚
き
の
行
事
の
中
で
子
供
た
ち
に
み
か
ん
を
振
る
舞
う
こ

と
が
さ
か
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
現
代
の
伝
承
で
は
東

北
地
方
の
宮
城
8
で
「
か
ん
ち
ゃ
の
ほ
た
け
」
と
囃
し
て
い
る
例
が
あ
る

が
、
そ
れ
は
い
ま
紹
介
し
た
近
世
か
ら
近
代
へ
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
江
戸

や
京
都
の
町
方
の
み
か
ん
撒
き
の
囃
し
に
通
じ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

で
は
、
ふ
い
ご
祭
り
で
な
ぜ
み
か
ん
が
用
い
ら
れ
て
き
て
い
る
の
か
。

そ
の
伝
承
の
理
由
と
背
景
に
つ
い
て
追
跡
し
て
み
る
。
ま
ず
、
民
俗
伝
承

の
中
で
ふ
い
ご
祭
り
に
み
か
ん
を
用
い
る
理
由
に
つ
い
て
は
大
き
く
分
け

て
二
つ
の
系
統
の
伝
承
が
あ
る
。
⑴
み
か
ん
の
木
と
の
結
び
つ
き
を
説
く

も
の
、
⑵
紀
伊
國
屋
文
左
衛
門
の
故
事
に
よ
る
と
す
る
も
の
、
の
二
つ
で

あ
る）

11
（

。

由
来
譚
１
：
み
か
ん
の
木
と
の
結
び
つ
き
を
説
く
も
の　
　

み
か
ん
を
用

い
る
由
来
に
つ
い
て
の
伝
承
の
第
一
の
タ
イ
プ
は
み
か
ん
の
木
と
の
結
び
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つ
き
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
さ
ら
に
分
類
し
て
み
る
と
以
下
の

と
お
り
で
あ
る
。

a.
み
か
ん
の
木
に
神
が
天
下
っ
た
（
茨
城
3
、
栃
木
3
、
群
馬
3
、
埼

玉
3
、
埼
玉
8
、
埼
玉
16
、
香
川
7
）

b.
ふ
い
ご
が
み
か
ん
の
木
に
引
っ
か
か
っ
た
（
神
奈
川
2
、
香
川
2
、

大
分
3
）

c.
み
か
ん
の
木
の
根
本
に
ふ
い
ご
が
あ
っ
た
（
神
奈
川
3
）

　

こ
れ
ら
の
伝
承
は
関
東
地
方
と
四
国
地
方
を
中
心
に
分
布
し
て
い
る
。

ま
た
、
少
し
異
な
っ
た
も
の
と
し
て
次
の
よ
う
な
伝
承
が
あ
る
。

d.
天
か
ら
降
り
た
神
が
み
か
ん
の
木
に
登
っ
て
難
を
逃
れ
た
（
島
根

4
）

　

ふ
い
ご
の
神
と
い
う
の
は
観
念
的
で
あ
る
が
、
ふ
い
ご
が
降
っ
て
来
た

と
す
る
も
の
は
イ
メ
ー
ジ
の
上
で
具
体
的
で
あ
る
。
ふ
い
ご
と
い
え
ば
現

在
わ
れ
わ
れ
が
す
ぐ
に
思
い
浮
か
べ
る
の
は
木
箱
ふ
い
ご）

11
（

で
あ
る
が
、
古

く
は
皮
革
を
使
用
し
た
ふ
い
ご
で
あ
っ
た
。
天
下
る
ふ
い
ご
の
神
と
、
天

か
ら
降
っ
て
き
た
ふ
い
ご
、
と
い
う
二
つ
の
イ
メ
ー
ジ
が
語
り
伝
え
ら
れ

て
い
る
そ
の
背
景
と
し
て
想
定
さ
れ
る
の
は
、
木
箱
ふ
い
ご
で
は
な
く
皮

革
ふ
い
ご
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
そ
の
二
つ
の
ふ
い
ご
の
歴
史
に
つ
い
て
は

ど
う
か
、
少
し
追
跡
し
て
お
く
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
文
字

史
料
に
よ
れ
ば
、
皮
革
ふ
い
ご
が
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
。『
新
撰
字

鏡
』（
九
世
紀
）
に
は
「
火
を
吹
く
皮
」
と
あ
り
、『
延
喜
式
』（
一
〇
世

紀
）
に
は
「
鍛
冶
吹
皮
料
の
牛
皮
十
五
張
」
と
あ
る
。『
和
名
類
聚
抄
』

（
一
〇
世
紀/

九
三
〇
）
に
は
鞴
の
訓
を
「
布
岐
加
波
」
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ふ
い
ご
は
も
と
動
物
の
皮
を
大
部
分
に
用
い
た
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
絵
画
資
料
に
よ
れ
ば
、
木
箱
ふ
い
ご

し
か
み
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る）

11
（

。『
茨
柄
天
神
縁
起
絵
巻
』（
一
二
～
一

三
世
紀
）、『
松
崎
天
神
縁
起
絵
巻
』（
一
二
～
一
三
世
紀
）、『
歓
喜
天
霊

験
絵
巻
』（
一
三
世
紀
）、
風
分
庫
ら
し
い
構
造
が
描
か
れ
て
い
る
も
の
と

し
て
『
東
北
院
職
人
尽
絵
合
絵
巻
』（
一
四
世
紀
）
と
『
喜
多
院
職
人
尽

絵
』（
一
四
世
紀
）
の
二
つ
、『
職
人
尽
絵
』（
一
五
世
紀
）、『
大
山
寺
縁

起
絵
』（
一
五
世
紀
）
な
ど
、
い
ず
れ
も
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
木

箱
ふ
い
ご
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
絵
巻
物
に
描
か
れ
て
い
る
の
は

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
ご
と
の
都
市
部
の
最
先
端
の
新
し
い
技
術
で
あ
っ
た
可

能
性
が
あ
り
、
そ
の
一
方
で
は
、
旧
来
の
皮
革
ふ
い
ご
が
ま
だ
日
本
各
地

に
残
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
上
記
の
a. 

b.
の
よ
う

な
天
か
ら
ふ
い
ご
の
神
や
ふ
い
ご
が
降
っ
て
き
た
と
い
う
伝
承
は
や
は
り

皮
革
ふ
い
ご
の
時
代
に
語
り
始
め
ら
れ
た
伝
承
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が

自
然
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
c.
の
よ
う
に
ふ
い
ご
が
み
か
ん
の
木
の

根
本
に
あ
っ
た
と
す
る
も
の
は
、
木
箱
ふ
い
ご
が
降
っ
て
き
て
み
か
ん
の

木
に
引
っ
か
か
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
よ
う
な
後
世
の
人
の
考
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え
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、『
鉄
山
必
用
記
事
』

や
、
山
口
３
ｅ
の
よ
う
に
「
追
わ
れ
人
を
ふ
い
ご
の
中
に
匿
っ
た
」
と
す

る
伝
承
は
、
木
箱
ふ
い
ご
の
時
代
に
な
っ
て
か
ら
の
伝
承
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

聖
木
と
し
て
の
桂
の
木　
　

み
か
ん
の
伝
承
が
濃
密
な
ふ
い
ご
祭
り
で
あ

る
が
、
島
根
県
な
ど
中
国
地
方
の
金
屋
子
神
祭
祀
の
濃
密
な
地
帯
で
は
、

み
か
ん
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
か
、
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
そ
れ

に
付
随
す
る
伝
承
は
希
薄
で
あ
る
。
一
方
、
金
屋
子
神
の
神
聖
な
木
と
し

て
信
仰
さ
れ
て
い
る
の
は
桂
の
木
で
あ
る
。「
金
屋
子
神
祭
文
」
に
は
、

金
屋
子
神
が
桂
の
木
に
降
り
て
来
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
尾
高
邦
雄

も
桂
の
大
木
を
金
屋
子
と
呼
ん
で
い
る
事
例
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る）

11
（

。

島
根
県
雲
南
市
吉
田
町
菅
谷
で
は
筆
者
の
実
地
調
査
で
も
実
際
に
桂
の
木

を
金
屋
子
と
呼
ん
で
お
り
、
桂
の
木
は
春
先
に
真
っ
赤
な
芽
を
吹
く
と
い

う
。
た
た
ら
の
火
は
3
日
3
晩
燃
え
続
け
る
と
い
い
、
こ
の
桂
の
木
の

真
っ
赤
な
芽
も
3
日
間
だ
け
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
そ
れ
は
さ
な

が
ら
、
炎
が
燃
え
て
い
る
よ
う
だ
と
い
う
。
こ
の
桂
の
木
の
芽
は
た
た
ら

の
火
の
色
を
象
徴
し
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
島
根
4
の
事
例
に

は
、
天
か
ら
降
り
た
神
が
犬
に
吠
え
ら
れ
て
み
か
ん
の
木
に
登
っ
て
難
を

逃
れ
た
と
い
う
も
の
が
あ
る
が
、『
鉄
山
必
用
記
事
』
に
も
、
金
屋
子
神

が
桂
の
木
に
降
り
て
羽
を
休
め
て
い
た
と
こ
ろ
、
通
り
か
か
っ
た
神
主
安

部
（
マ
マ
）
氏
が
連
れ
て
い
た
犬
ど
も
が
吠
え
か
か
っ
た
と
い
う
話
が
記
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
ま
た
、
犬
に
吠
え
か
か
ら
れ
て
、
麻
苧
に
足
を

か
ら
ま
せ
た
と
い
う
伝
承
も
あ
る
。
天
降
っ
た
神
が
犬
に
吠
え
ら
れ
て
木

に
登
っ
た
と
い
う
話
の
筋
の
共
通
性
か
ら
い
え
ば
、
桂
の
木
が
み
か
ん
の

木
へ
と
要
素
転
換
し
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

由
来
譚
２
：
紀
伊
国
屋
文
左
衛
門
の
故
事
に
よ
る
と
す
る
も
の　
　

み
か

ん
を
用
い
る
由
来
に
つ
い
て
の
伝
承
の
第
二
の
タ
イ
プ
は
紀
伊
国
屋
文
左

衛
門
の
故
事
に
よ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
福
島
12
、
茨
城
2
、
栃
木

1
、
埼
玉
１
、
埼
玉
8
、
東
京
13
、
三
重
4
、
宮
崎
9
、
な
ど
で
あ
る
。

ほ
か
に
富
山
１
は
み
か
ん
で
は
な
く
お
は
ぎ
を
使
っ
て
い
る
が
、
紀
文
の

伝
承
を
伝
え
て
い
る
。

　

紀
伊
國
屋
文
左
衛
門
の
故
事
を
伝
え
る
記
録
類
を
整
理
し
て
み
た
の

が
、
表
３
（
紀
伊
国
屋
文
左
衛
門
関
係
史
料
）
で
あ
る
。
⑴
紀
文
が
材
木

商
で
あ
っ
た
と
い
う
話
題
要
素
は
、
延
享
・
寛
延
（
一
七
四
四
─
一
七
五

〇
）
の
「
諸
聞
集
」
か
ら
明
治
二
五
年
（
一
八
九
二
）
の
「
紀
文
大
尽
」

ま
で
長
く
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
⑵
紀
文
が
金
を
撒
く
と
い
う
要
素

は
、
宝
暦
年
間
（
一
七
五
一
─
一
七
六
三
）
の
『
江
戸
真
砂
六
十
帖
』
か

ら
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
遊
興
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
⑶
安
永

八
年
（
一
七
七
九
）
の
『
俳
風
柳
多
留
』
に
は
「
紀
伊
國
屋 

蜜
柑
の
や

う
に 
金
を
ま
き
」
と
い
う
川
柳
が
出
て
く
る
。
こ
の
川
柳
か
ら
は
、
紀
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文
・
み
か
ん
で
大
儲
け
・
小
判
撒
き
、
と
い
う
三
つ
の
要
素
を
読
み
取
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
後
、
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）『
浮
か
れ
草
』
の

「
沖
の
暗
い
の
に
白
帆
が
見
え
る 

あ
れ
は
紀
伊
の
国
み
か
ん
船
」
と
い
う

俗
謡
か
ら
、
⑷
大
嵐
の
な
か
、
み
か
ん
を
船
で
運
ん
だ
と
い
う
要
素
、
が

あ
っ
た
と
指
摘
で
き
る
。
し
か
し
、
⑸
ふ
い
ご
祭
り
と
い
う
要
素
が
確
か

に
出
て
く
る
の
は
、
明
治
一
九
年
（
一
八
八
六
）
の
「
名
誉
長
者
鑑
」
か

ら
で
あ
る
。
⑹
紀
文
の
遊
興
と
い
う
要
素
は
、
延
享
・
寛
延
（
一
七
四
四

─
一
七
五
〇
）
か
ら
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
ま
で
の
長
期
に
わ
た
っ
て

さ
か
ん
に
見
ら
れ
、
そ
の
後
の
明
治
二
三
年
（
一
八
九
〇
）
に
も
見
ら
れ

る
。
⑺
紀
文
が
没
落
す
る
と
い
う
要
素
は
最
初
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
、

延
享
（
一
七
四
四
─
四
八
）
あ
た
り
か
ら
明
治
一
一
年
（
一
八
七
八
）
に

か
け
て
見
ら
れ
る
。
⑻
儲
け
を
還
元
す
る
と
い
っ
た
要
素
は
、
明
治
二
五

年
（
一
八
九
二
）
の
『
紀
文
大
尽
』
に
の
み
見
ら
れ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
紀
文
の
故
事
伝
承
と
し
て
は
、
も
と
は
材
木
商
で

大
儲
け
を
し
た
と
い
う
要
素
が
主
流
で
あ
っ
た
が
、
江
戸
中
期
に
み
か
ん

で
大
儲
け
を
し
た
と
い
う
要
素
が
入
る
よ
う
に
な
っ
た
、
そ
し
て
明
治
期

に
な
る
と
、
み
か
ん
が
ふ
い
ご
祭
り
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
き
た
、
と
い
う

こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
ふ
い
ご
祭
り
の
み
か
ん
に
つ
い
て
紀
伊
國
屋

文
左
衛
門
の
み
か
ん
運
び
の
故
事
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
伝
承
は
、
明

治
期
以
降
に
流
布
し
た
比
較
的
新
し
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ

ま
り
、
ふ
い
ご
祭
り
に
み
か
ん
を
用
い
る
由
来
譚
と
し
て
、
⑴
み
か
ん
の

木
、
⑵
紀
文
と
い
う
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
中
で
、
古
い
伝
承
は
⑴
み
か

ん
の
木
タ
イ
プ
で
あ
り
、
⑵
紀
文
の
故
事
タ
イ
プ
は
新
し
い
、
と
結
論
づ

け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
⑴
も
⑵
も
歴
史
的
な
事
実
を
基
に
し
た

も
の
で
は
な
い
。
紀
文
の
由
来
譚
も
ふ
い
ご
祭
り
に
み
か
ん
を
運
ん
だ
と

い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
な
ぜ
み
か
ん
を
用
い
る
か
の
説

明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

み
か
ん
の
意
味　
　

鍛
冶
の
ふ
い
ご
祭
り
に
こ
の
よ
う
に
み
か
ん
が
さ
か

ん
に
用
い
ら
れ
た
背
景
に
あ
っ
た
の
は
何
か
。
そ
れ
は
、
第
一
に
は
、
筆

者
の
ま
だ
少
な
い
調
査
体
験
の
中
か
ら
も
聞
き
出
さ
れ
て
い
る
鍛
冶
の
現

場
で
の
伝
承
知
（folk-lore

）
と
類
似
連
想
（analogy

）
で
あ
ろ
う
と

考
え
ら
れ
る
。
鉄
材
に
焼
き
を
入
れ
る
絶
妙
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
知
る
熟
練

技
の
中
で
伝
承
さ
れ
て
い
た
色
彩
の
上
で
の
類
似
連
想
で
あ
る
。
み
か
ん

の
色
と
、
焼
き
を
入
れ
る
絶
好
の
タ
イ
ミ
ン
グ
の
鉄
の
温
度
の
色
と
が
同

じ
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
森
義
一
は
、「
日
本
刀
研
究
家
の
成
瀬
関
次
も

「
関
の
刀
匠
の
家
々
に
は
、
昔
は
必
ず
名
物
蜂
屋
柿
を
蜜
柑
と
共
に
庭
園

に
植
ゑ
た
も
の
だ
と
云
ふ
。
柿
も
蜜
柑
も
其
の
成
果
の
色
合
は
同
じ
で
あ

る
。
唯
蜂
屋
柿
に
特
有
な
何
処
と
な
く
黒
味
の
あ
る
橙
黄
色
が
、
関
の
日

本
刀
を
焼
入
れ
す
る
時
の
、
地
鐡
の
灼
熱
の
色
で
あ
つ
て
、
そ
れ
が
相
伝

の
秘
伝
の
一
つ
で
あ
つ
た
云
々
」
と
書
い
て
ゐ
る
。
又
肥
前
の
名
刀
匠
忠
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吉
一
派
は
、
蜜
柑
の
色
合
か
ら
焼
刃
の
火
色
の
標
準
を
取
っ
た
と
云
ふ
」

と
の
べ
て
、
焼
き
を
入
れ
る
と
き
の
色
合
い
の
微
妙
さ
と
大
切
さ
を
指
摘

し
て
い
る）

11
（

。
現
在
の
伝
承
を
み
る
と
、
徳
島
を
中
心
に
み
か
ん
は
ま
さ
に

火
の
玉
だ
と
語
ら
れ
て
い
る
事
例
も
あ
り
（
東
京
15
、
徳
島
2
、
徳
島

3
、
徳
島
4
、
徳
島
5
、
徳
島
8
、
徳
島
9
、
徳
島
10
、
徳
島
11
、
徳
島

13
、
徳
島
16
）、
そ
れ
ら
は
鍛
冶
技
術
の
現
場
で
の
火
の
色
と
み
か
ん
の

色
と
を
結
び
つ
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
に
は
、
祭
日

を
霜
月
八
日
と
し
て
き
た
伝
承
や
、
金
屋
子
神
祭
文
の
類
に
み
え
る
陰
陽

五
行
の
信
仰
か
ら
う
か
が
え
る
冬
至
と
一
陽
来
復
の
信
仰
に
も
と
づ
く
類

似
連
想
で
あ
る
。
一
般
的
な
、
春
夏
秋
冬
の
四
季
の
め
ぐ
り
を
、
春

（
木
）・
夏
（
火
）・
秋
（
金
）・
冬
（
水
）
に
充
て
て
残
っ
た
土
を
土
用
と

し
て
四
季
に
一
八
日
ず
つ
割
り
当
て
る
暦
の
方
法
や
、
東
西
南
北
の
四
方

を
東
（
木
・
青
龍
・
青
色
）・
南
（
火
・
朱
雀
・
赤
色
）・
西
（
金
・
白

虎
・
白
色
）・
北
（
水
・
玄
武
・
黒
色
）
と
し
て
四
神
・
四
色
を
配
置

し
、
残
り
の
土
を
中
央
の
皇
帝
の
黄
龍
・
黄
金
色
と
し
て
全
体
で
五
神
・

五
色
と
す
る
五
行
思
想
の
世
界
観
の
影
響
に
よ
っ
て
、
太
陽
の
陽
気
が

も
っ
と
も
弱
く
な
る
冬
至
に
神
農
黄
帝
を
祭
る
医
薬
の
民
俗
伝
承
や
、
柚

子
を
用
い
る
一
般
の
民
俗
伝
承
に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
る）

11
（

。
火
を
大
切
に

す
る
鍛
冶
職
に
と
っ
て
も
冬
至
と
太
陽
と
柑
橘
類
と
の
類
似
連
想
は
根
強

い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

３
．
論
点

　

ふ
い
ご
祭
り
と
み
か
ん
の
伝
承
に
つ
い
て
本
稿
で
導
き
出
さ
れ
た
論
点

を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

⑴
祭
日
は
、
霜
月
一
一
月
八
日
が
基
本
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
背
景

に
は
火
を
扱
う
鍛
冶
職
人
た
ち
に
と
っ
て
冬
至
の
極
陰
か
ら
再
び
陽
気
が

よ
み
が
え
る
月
の
上
弦
に
あ
わ
せ
た
一
陽
来
復
の
信
仰
が
あ
っ
た
。
旧
暦

か
ら
新
暦
へ
の
変
更
に
よ
り
月
遅
れ
と
す
る
な
ど
の
変
更
が
行
な
わ
れ
た

こ
と
が
各
地
の
伝
承
の
事
例
差
の
背
景
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑵
祭
神
は
、
も
と
も
と
素
朴
な
金
属
の
神
で
あ
っ
た
。
金
屋
子
や
金
山
と

い
う
文
字
が
充
て
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
鍛
冶
屋
の
移
動
生
活
の
ゆ

え
に
土
地
ご
と
の
氏
神
や
鎮
守
と
し
て
祀
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。

室
町
期
か
ら
江
戸
期
に
か
け
て
京
都
を
中
心
に
新
た
に
稲
荷
神
が
鍛
冶
の

神
と
し
て
信
仰
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
は
霜
月
の
火
焚
き
の
習
俗
と

習
合
し
て
江
戸
に
も
及
ん
だ
。
金
山
彦
神
や
天
目
一
箇
神
と
い
う
記
紀
神

話
に
登
場
す
る
神
へ
と
読
み
替
え
ら
れ
た
の
は
明
治
期
の
神
社
行
政
の
影

響
下
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
祭
神
の
事
例
差
も
鍛
冶
と
ふ
い

ご
祭
り
の
伝
承
の
過
程
で
の
変
遷
を
示
し
て
い
る
歴
史
情
報
で
あ
る
。

⑶
供
物
で
注
目
さ
れ
る
の
は
み
か
ん
で
あ
り
、
歴
史
的
な
深
度
で
み
れ
ば
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柑
子
も
含
め
た
柑
橘
類
で
あ
る
。
記
紀
神
話
の
伝
承
か
ら
歴
史
上
の
紫
宸

殿
前
庭
の
橘
梅
や
宮
中
正
月
献
立
の
橘
の
伝
承
に
至
る
ま
で
、
そ
の
背
景

に
あ
っ
た
の
は
、
柑
橘
類
へ
の
不
老
長
寿
の
祈
願
と
意
味
づ
け
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
黄
金
色
と
栄
養
素
と
い
う
両
面
を
含
め
た
類
似
連
想
的
な
、
極

陰
の
冬
至
か
ら
再
び
陽
気
へ
と
向
か
う
一
陽
来
復
へ
の
信
仰
が
あ
っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

⑷
鍛
冶
の
ふ
い
ご
祭
り
に
お
い
て
そ
の
柑
橘
類
が
さ
か
ん
に
用
い
ら
れ
た

背
景
に
あ
っ
た
の
は
、
第
一
に
は
、
技
術
伝
承
の
現
場
で
の
伝
承
知
と
類

似
連
想
で
あ
る
。
鉄
材
に
焼
き
を
入
れ
る
絶
妙
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
知
る
熟

練
技
の
中
で
伝
承
さ
れ
て
い
た
色
彩
の
上
で
の
類
似
連
想
で
あ
る
。
第
二

に
は
、
火
を
大
切
に
す
る
鍛
冶
職
に
も
陰
陽
五
行
の
信
仰
の
影
響
が
大
で

あ
り
、
と
く
に
太
陽
の
陽
気
が
も
っ
と
も
弱
く
な
る
冬
至
に
柚
子
な
ど
の

柑
橘
類
を
用
い
て
き
た
一
般
の
民
俗
伝
承
に
も
通
じ
る
太
陽
の
色
彩
へ
の

類
似
連
想
が
あ
る
。

⑸
ふ
い
ご
祭
り
に
お
け
る
み
か
ん
の
由
来
譚
と
し
て
古
い
の
は
み
か
ん
の

木
へ
ふ
い
ご
や
ふ
い
ご
の
神
が
天
下
っ
た
と
い
う
も
の
で
、
そ
れ
は
皮
革

ふ
い
ご
の
時
代
か
ら
の
伝
承
と
考
え
ら
れ
る
。
紀
文
の
故
事
を
語
る
の
は

幕
末
明
治
期
以
降
の
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
島
根
県
な
ど
中
国
地
方
の
金

屋
子
神
の
伝
承
地
域
で
は
黄
金
色
の
果
実
と
緑
色
の
葉
の
み
か
ん
の
木
で

は
な
く
、
春
先
に
真
っ
赤
な
芽
を
吹
く
桂
の
木
が
神
聖
な
木
と
さ
れ
て
お

り
、
も
う
一
つ
別
の
独
自
の
由
来
譚
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

⑹
ふ
い
ご
祭
り
の
、
祭
日
・
祭
神
・
供
物
、
は
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
伝
承
で

は
な
く
、
そ
の
基
本
は
た
が
い
に
有
機
的
な
連
関
の
中
に
あ
る
。
そ
れ
は

鍛
冶
職
の
技
能
と
信
仰
に
通
貫
す
る
も
の
で
あ
り
、
類
似
連
想
に
も
と
づ

く
「
冬
至
・
一
陽
来
復 

─ 

火
と
鉄
へ
の
祈
祭 

─ 

柑
橘
・
桂
」
と
い
う
連

関
で
あ
る
。
鉄
を
原
料
資
材
と
す
る
職
種
に
お
け
る
、
太
陽
の
季
節
循
環

と
火
炎
と
鉄
材
と
植
物
を
め
ぐ
る
連
想
に
も
と
づ
く
三
者
連
関
で
あ
る
。

⑺
民
俗
の
変
遷
論
の
視
点
か
ら
い
え
ば
、
⑴
・
⑵
・
⑸
が
注
目
さ
れ
、
そ

こ
に
は
伝
承
過
程
に
お
け
る
変
遷
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
民
俗
伝
承
の
重

層
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
民
俗
の
伝
承
論
の
視
点
か
ら
い

え
ば
、
⑶
・
⑷
・
⑹
が
注
目
さ
れ
、
そ
こ
に
は
歴
史
的
に
長
い
伝
承
を
支

え
続
け
て
き
て
い
る
基
本
的
な
関
係
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

注（１
）
歴
博
映
像
フ
ォ
ー
ラ
ム
九「
日
本
各
地
の
盆
行
事
と
葬
送
墓
制
の
最
近
の
変
化
」趣

旨
説
明「
盆
行
事
の
民
俗
史
／
火
葬
化
の
現
在
史
」二
〇
一
四
．六
．二
一
、関
沢
ま
ゆ

み
・
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
編
『
盆
行
事
と
葬
送
墓
制
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
五

（
２
）
岩
本
通
弥
「「
節
用
禍
」
と
し
て
の
民
俗
学
」（『
柳
田
國
男
全
集
月
報
』
一
七
、

一
九
九
九
）、
岩
本
通
弥
「『
家
』
族
の
過
去
・
現
在
・
未
来
」（『
日
本
民
俗
学
』

二
三
二
、
二
〇
〇
二
）、
福
田
ア
ジ
オ
「
誤
読
し
て
い
る
の
は
誰
か
」（『
日
本
民

俗
学
』
二
三
四
、
二
〇
〇
三
）、
岩
本
通
弥
「
戦
後
民
俗
学
の
認
識
論
的
変
質
と

基
層
文
化
論
─
柳
田
葬
制
論
の
解
釈
を
事
例
と
し
て
』（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
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研
究
報
告
』
第
・
集
二
〇
〇
六
、
関
沢
ま
ゆ
み
「「
戦
後
民
俗
学
の
認
識
論
批

判
」
と
比
較
研
究
法
の
可
能
性
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
七

八
集 
二
〇
一
三
、
参
照
の
こ
と
。

（
３
）
柳
田
の
提
唱
し
た
比
較
研
究
法
に
対
す
る
折
口
の
深
い
理
解
は
、「
民
俗
学
学
習

の
基
礎
」（『
折
口
信
夫
全
集
』
一
六
、
中
央
公
論
社
、
一
九
五
六
（
初
出
は
昭
和

四
（
一
九
二
九
）
年
の
國
學
院
大
學
郷
土
研
究
会
で
の
講
演
筆
記
））、「
民
俗
研

究
の
意
義
」（『
折
口
信
夫
全
集
』
一
六
、
中
央
公
論
社
、
一
九
五
六
（
初
出
は
昭

和
一
〇
年
（
一
九
三
五
）
の
日
本
民
俗
協
会
第
一
回
例
会
に
お
け
る
講
演
の
筆

記
））、「
生
活
の
古
典
と
し
て
の
民
俗
」（『
折
口
信
夫
全
集
』
一
六
、
中
央
公
論

社
、
一
九
五
六
（
初
出
は
『
古
典
風
俗
』
第
一
巻
第
一
号
、
一
九
三
四
））
な
ど

に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

（
４
）
朝
岡
康
二
『
鉄
製
農
具
と
鍛
冶
の
研
究
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
六

（
５
）
沖
縄
の
ふ
い
ご
祭
り
に
つ
い
て
は
、
朝
岡
康
二
『
日
本
の
鉄
器
文
化
─
鍛
冶
屋
の

比
較
研
究
』（
慶
友
社
、
一
九
九
三
）
や
、
森
栗
茂
一
「
伝
播
技
術
独
占
の
結
果

と
し
て
の
伝
承
─
沖
縄
の
奥
間
鍛
冶
屋
伝
承
と
鞴
祭
」（『
日
本
民
俗
学
』
一
五

四
、
日
本
民
俗
学
会
、
一
九
八
四
）
が
あ
る
。

（
６
）
佐
藤
次
郎
『
鍬
と
農
鍛
冶
』
ク
オ
リ
、
一
九
七
九

（
７
）
柳
田
國
男
「
炭
焼
き
小
五
郎
が
事
」（
初
出
：『
海
南
小
記
』
大
岡
山
書
店
、
一
九

二
五
）『
定
本
柳
田
國
男
集
』
筑
摩
書
房
、
一
九
六
三

（
８
）
石
塚
尊
俊
「
金
屋
子
神
の
研
究
─
特
に
鑪
を
中
心
に
」『
國
學
院
雑
誌
』
四
七
巻

一
〇
号
、
一
九
四
一
、
牛
尾
三
千
夫
「
金
屋
神
の
信
仰
─
伯
備
線
以
西
の
地
方
を

そ
の
資
料
と
し
て
」『
國
學
院
雑
誌
』
四
七
巻
一
〇
号
、
一
九
四
一

（
９
）
寺
島
慶
一
「
ふ
い
ご
祭
り
の
来
歴
小
考
」『
ふ
ぇ
ら
む
』
六
号
、
二
〇
〇
一

（
10
）『
鉄
山
必
用
記
事
』（『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
一
〇
、
三
一
書
房
、
一
九
七

〇
所
収
）
に
も
同
様
の
記
述
が
あ
る
。

（
11
）
柳
田
國
男
「
民
間
暦
小
考
」（
初
出
：『
北
安
曇
郡
郷
土
誌
年
中
行
事
編
』
一
九
三

一
）『
定
本
柳
田
國
男
集
』
一
三
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
）

（
12
）
一
二
月
八
日
を
祭
日
と
す
る
伝
承
の
多
く
は
新
暦
採
用
に
と
も
な
う
も
の
で
あ

り
、
も
と
も
と
旧
暦
一
二
月
八
日
の
コ
ト
八
日
の
行
事
と
は
別
の
も
の
で
あ
り
な

が
ら
、
一
部
で
そ
の
コ
ト
八
日
の
行
事
と
重
な
っ
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
例
（
石
川
１
，
２
ａ
、
福
井
３
、
な
ど
）
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た

が
っ
て
三
田
村
桂
子
「
第
五
章　

鍛
冶
・
製
鉄
を
め
ぐ
っ
て
」（『
川
口
鋳
物
の
技

術
と
伝
承
』
聖
学
院
大
学
出
版
会 

、
一
九
九
八
）
の
所
説
は
認
め
が
た
い
。

（
13
）
石
塚
尊
俊
「
た
た
ら
師
と
鍛
冶
屋
」
和
歌
森
太
郎
『
経
済
伝
承
』
朝
倉
書
店
、
一

九
七
六

（
14
）
中
国
地
方
に
多
い
理
由
は
、
古
代
中
世
近
世
と
砂
鉄
の
産
地
で
あ
り
、
鑪
製
鉄
が

さ
か
ん
に
行
な
わ
れ
た
地
域
で
あ
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

（
15
）
岩
田
勝
『
中
国
地
方
神
楽
祭
文
集
』
三
弥
井
書
店
、
一
九
九
〇
。
こ
の
文
書
は
前

欠
の
た
め
表
題
は
不
明
で
あ
る
が
、
記
事
の
内
容
か
ら
編
者
の
岩
田
が
仮
に
「
金

山
の
祭
文
」
と
名
づ
け
た
も
の
で
あ
る
。

（
16
）『
鉄
山
秘
書
』
と
も
言
わ
れ
る
が
、
こ
れ
を
鉄
山
経
営
の
古
典
と
し
て
『
日
本
科

学
古
典
全
書
』
第
一
〇
巻
に
収
め
た
三
枝
博
音
は
「
秘
書
」
と
い
う
表
現
は
避
け

る
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
一
〇
、
三
一
書
房
、
一

九
七
〇
所
収
。

（
17
）
岩
田
勝
『
中
国
地
方
神
楽
祭
文
集
』
前
掲
注
（
15
）

（
18
）
柳
田
國
男
「
炭
焼
き
小
五
郎
が
事
」
前
掲
注
（
７
）

（
19
）
石
塚
尊
俊
「
金
屋
子
神
の
研
究
─
特
に
鑪
を
中
心
に
─
」
前
掲
注
（
13
）

（
20
）
牛
尾
三
千
夫
「
金
屋
神
の
信
仰
─
伯
備
線
以
西
の
地
方
を
そ
の
資
料
と
し
て
」
前

掲
注
（
８
）

（
21
）
高
木
啓
夫
「
金
山
・
鍛
冶
神
の
系
譜
─
土
佐
天
神
鍛
冶
祭
文
と
備
前
福
岡
鍛
冶
と

─
」『
土
佐
民
俗
』
五
三
号
、
一
九
八
九

（
22
）『
延
喜
式
』「
神
名
帳
」
に
は
美
濃
国
不
波
郡
に
名
神
大
社
と
し
て
「
仲
山
金
山
彦

神
社
」
が
み
え
、
六
国
史
で
は
「
仲
山
金
山
彦
大
神
」
な
ど
と
あ
る
。
秋
元
信
英

「
近
世
南
宮
神
社
氏
社
僧
考
」『
神
道
宗
教
四
七
』
神
道
学
会
、
一
九
六
七
参
照
。

（
23
）
河
島
一
仁
「
京
都
・
刃
物
神
社
と
南
宮
大
社
の
信
仰
圏
─
東
京
・
金
山
神
社
と
の

比
較
も
ま
じ
え
て
」『
日
本
地
理
学
会
予
稿
集
』
四
九
号
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（
24
）
河
島
一
仁
「
京
都
・
刃
物
神
社
と
南
宮
大
社
の
信
仰
圏
─
東
京
・
金
山
神
社
と
の

比
較
も
ま
じ
え
て
」
前
掲
注
（
23
）

（
25
）
垂
井
町
史
編
さ
ん
委
員
会
『
垂
井
町
史
』
通
史
編
、
岐
阜
県
不
破
郡
垂
井
町
役

場
、
一
九
六
九

（
26
）
柳
田
國
男
「
炭
焼
き
小
五
郎
が
事
」
前
掲
注
（
７
）

（
27
）
ま
た
、
国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館
編
『
社
寺
明
細
帳
の
成
立
』
名
著
出
版
、
二

〇
〇
四
に
収
録
さ
れ
て
い
る
長
野
県
北
安
曇
郡
諸
村
役
場
文
書
の
史
料
（
仮
）

『
本
県
郡
衙
進
達
留
』
で
も
、
南
宮
大
社
と
い
う
社
名
で
金
山
彦
命
を
祀
っ
て
い

る
記
載
が
あ
る
。

（
28
）
寺
島
慶
一
「
ふ
い
ご
祭
り
の
来
歴
小
考
」
前
掲
注
（
９
）

（
29
）
加
藤
玄
智
「
天
目
一
箇
神
に
関
す
る
研
究
」『
民
族
』
三
巻
一
号
、
一
九
二
七
。

ま
た
日
本
だ
け
で
な
く
ア
フ
リ
カ
な
ど
世
界
各
地
の
不
具
の
神
と
し
て
の
鍛
冶
伝

承
に
つ
い
て
紹
介
し
た
文
化
人
類
学
の
田
村
克
己
「
天
目
一
箇
神
」（『
講
座　

日

本
文
学　

神
話
下
』
至
文
堂
、
一
九
七
七
）
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
表
１
に
み
る
よ

う
な
現
実
の
日
本
の
民
俗
伝
承
の
実
態
か
ら
は
乖
離
し
た
解
説
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
後
の
田
村
克
己
「
二　

鉄
の
民
俗
」（『
日
本
民
俗
文
化
大
系　

第
三
巻　

稲

と
鉄
─
さ
ま
ざ
ま
な
王
権
の
基
盤
─
』
小
学
館
、
一
九
八
三
）
も
、『
鉄
山
秘

書
』
の
記
事
を
参
考
に
し
な
が
ら
新
た
な
叙
述
も
行
な
わ
れ
て
い
る
が
内
容
的
に

は
前
稿
と
重
複
し
て
い
る
。

（
30
）
柳
田
國
男
「
一
つ
目
小
僧
そ
の
他
」
前
掲
注
（
７
）（『
定
本
柳
田
國
男
集
』
五

巻
、
一
四
六
─
一
四
七
頁
、
一
六
一
─
一
六
二
頁
）

（
31
）
日
本
学
士
院
日
本
科
学
史
研
究
会
編
『
明
治
前
日
本
農
業
技
術
史
』
日
本
学
術
振

興
会
、
一
九
六
四
（
新
訂
版
一
九
八
〇
）

（
32
）
倉
治
彦
他
『
事
物
起
源
辞
典
』
衣
食
住
編
、
東
京
堂
出
版
、
一
九
七
〇

（
33
）
安
藤
精
一
「
紀
州
蜜
柑
」（『
日
本
歴
史
』
二
九
六
号
、
一
九
七
三
）、
ま
た
、
江

戸
の
み
か
ん
に
つ
い
て
は
、
塚
本
学
「
江
戸
の
み
か
ん
─
明
る
い
近
世
像
─
」

（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
四
集
、
一
九
八
四
）
も
あ
る
。

（
34
）
大
島
建
彦
「
近
親
相
姦
の
説
話
」『
道
祖
神
と
地
蔵
』
三
弥
井
書
店
、
一
九
九
二

（
35
）
川
本
重
雄
に
よ
る
と
こ
れ
は
保
延
七
年
（
一
一
四
一
）
正
月
の
崇
徳
天
皇
の
御
所

で
の
供
御
だ
と
い
う
。
川
本
重
雄
・
小
泉
和
子
『
類
聚
雑
要
抄
指
図
巻
』
中
央
公

論
美
術
出
版
、
一
九
九
八

（
36
）
源
顕
兼
編
『
古
事
談
』
一
二
一
二
─
一
二
一
五
成
立

（
37
）
具
体
的
な
事
例
と
し
て
は
、
埼
玉
3
、
東
京
1
、
７
ｂ
、
13
、
14
、
神
奈
川
1
、

三
重
5
、
島
根
1
、
広
島
３
ｂ
、
5
、
8
、
徳
島
4
、
8
、
愛
媛
２
ａ
、
高
知

6
、
熊
本
3
、
大
分
2

（
38
）『
続
・
江
戸
砂
子
温
故
名
跡
誌
』
巻
一
（
享
保
二
〇
年
・
一
七
三
五
）、『
江
戸
惣

鹿
子
名
所
大
全
』（
寛
延
四
年
・
一
七
五
一
）、『
増
補 

江
都
年
中
行
事
』（
享
和

三
年
・
一
八
〇
三
）『
筆
満
可
勢
』（
天
保
六
年
・
一
八
三
五
）
な
ど

（
39
）『
享
保
延
享
江
府
風
俗
志
』（
寛
政
二
年
・
一
七
九
二
）、『
ひ
と
も
と
草
』（
寛
政

一
一
年
・
一
七
九
九
）、『
絵
本
江
戸
風
俗
往
来
』（
明
治
三
八
年
・
一
九
〇
五
）

（
40
）「
御
火
焼
」『
懸
葵
』
懸
葵
発
行
所
、
一
九
〇
九

（
41
）
吉
井
勇
『
短
歌
歳
時
記
』
大
日
本
出
版
配
給
株
式
会
社
、
一
九
四
二

（
42
）
吉
井
勇
他
『
京
都
歳
時
記
』
修
道
社
、
一
九
六
一

（
43
）
そ
れ
以
外
に
少
数
な
が
ら
あ
る
の
は
、
ふ
い
ご
と
み
か
ん
が
類
似
し
て
い
る
と
す

る
も
の
（
茨
城
2
、
群
馬
2
）、
み
か
ん
は
神
様
の
好
物
だ
と
す
る
も
の
（
高
知

5
）、
魔
払
い
の
た
め
に
用
い
る
と
す
る
も
の
（
熊
本
3
）
な
ど
で
あ
る
。

（
44
）
ふ
い
ご
と
い
え
ば
多
く
は
木
製
の
箱
型
ふ
い
ご
の
こ
と
を
指
す
が
、
こ
こ
で
は
材

質
や
形
状
に
注
意
し
た
い
た
め
、「
箱
型
ふ
い
ご
」
と
「
皮
革
ふ
い
ご
」
と
い
う

名
称
を
用
い
る
。

（
45
）
今
井
泰
男
「
鞴
（
ふ
い
ご
）」『
講
座
・
日
本
技
術
の
社
会
史
』
五
、
日
本
評
論

社
、
一
九
八
三

（
46
）
尾
高
邦
雄
「
職
業
と
生
活
共
同
態
─
出
雲
地
方
の
鉄
山
に
つ
い
て
─
」『
職
業
と

近
代
社
会
』
要
書
房
、
一
九
四
八

（
47
）
森
義
一
「
濃
州
関
鍛
冶
の
お
火
焼
祭
」『
ひ
だ
び
と
』
一
〇
巻
一
二
号
、
飛
騨
考

古
土
俗
学
会
、
一
九
四
二

（
48
）
小
川
直
之
『
日
本
の
歳
時
伝
承
』
ア
ー
ツ
ア
ン
ド
ク
ラ
フ
ツ
、
二
〇
一
四
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都
府
県
番
号
伝
承
地

祭
日

祭
神

供
物

出
典

岩
手

1

金
ケ
崎
町

11
／
28

三
宝
荒
神

―

1

2

宮
古
市
箱
石

12
／
17

金
神

―

2

3

盛
岡
市

12
／
8

―

―

3

宮
城

1

角
田
町

10
／
8

―

―

4

2

仙
台
市

11
／
8

荒
神

―

5

3

蔵
王
町

10
／
8

不
動
尊
、
古
峯

神
社

―

6

4

気
仙
沼
市

11
／
8

―

―

7

5

大
河
原
町

11
／
8

稲
荷

―

8

6

多
賀
城
市

11
／
15

三
宝
荒
神

―

9

7

気
仙
沼
市

11
／
8

―

―

10

8

県
下

11
／
8

―

蜜
柑
（
配
）

11

9

石
巻
市
井
内

12
／
23

山
の
神

―

12

10

登
米
町
寺
池
金
谷

旧
11
／
19

三
宝
荒
神

―

12

11

山
元
町
大
字
横
山

11
／
8

不
動

小
豆
系
、
餅

12

12

七
ヶ
宿
町

11
／
8

三
宝
荒
神

―

12

13

南
方
町
新
高
石

11
／
8

三
宝
荒
神

餅

12

14

桃
生
町
寺
崎
字
松
木
畑
旧
11
／
1

三
宝
荒
神

―

12

15

歌
津
町
字
伊
里
前

12
／
8

―

―

12

16

新
田
町
字
穴
畑

11
／
8

―

―

12

17

東
和
町
米
川
字
町

11
／
8

不
動
明
王
、
農

の
神
、
金
屋
子
―

12

18

牡
鹿
町
大
字
鮫
浦

11
／
8

―

小
豆
系

12

19

仙
台
市
若
林
区
御
町

11
／
8

ふ
い
ご
の
神
、

三
宝
荒
神
、金
神
―

12

秋
田

1

湯
沢
市
松
岡
字
八
幡
林
旧
11
／
8
→

新
11
／
8

三
宝
荒
神

餅

13

2

秋
田
市
湯
沢
市
清
水
町
旧
11
／
8

三
宝
荒
神

蜜
柑
（
供
）

13

3

比
内
町
扇
田
字
白
砂

旧
11
／
8

金
神

―

13

4

五
城
目
町
字
上
町

―

金
神

―

13

5

秋
田
市
土
崎
湊
中
央

11
／
8

―

―

13

6
ａ
田
沢
湖
町
小
松
字
城
廻
12
／
12

―

―

13

6
ｂ
田
沢
湖
町
小
松
字
城
廻
12
／
8

―

―

13

7

雄
物
川
町
大
字
大
沢

12
／
17

―

―

13

8

大
森
町
字
大
森

11
／
8

―

―

13

福
島

1

浪
江
市

11
／
8

―

―

14

2

川
内
村

11
／
8

―

蜜
柑
（
配
）

15

3

梁
川
町

旧
11
／
8

三
宝
荒
神
、
不

動

―

16

4

富
岡
町

11
／
8

―

小
豆
系

17

5

桑
折
町

旧
11
／
8

三
宝
荒
神
、
本

町
鍛
冶
祖
神
、

金
屋
子

蜜
柑
（
供
）

18

6

船
引
町

旧
11
／
8

―

小
豆
系

19

7

西
郷
地
方

1
、3
、4
、

11
／
8

―

―

20

8

郡
山
市

11
／
8

―

餅

21

9

郡
山
市

11
／
15

―

―

21

10

相
馬
市

11
月
だ
か

12
月

荒
神
、
妙
見

―

22

11

相
馬
市

11
／
8

―

小
豆
系

22

12

相
馬
市

旧
11
／
8

荒
神
（
三
宝
荒

神
）

蜜
柑
、
小
豆

系

22

13

塩
川
町

旧
11
／
8

―

―

23

14

若
松
市

11
月

―

―

24

【
表
１
】
ふ
い
ご
祭
り
一
覧
表
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茨
城

1

常
陸
太
田
市

2
／
8
、

11
／
8

―

小
豆
系

25

2

古
河
市

旧
11
／
8

岐
阜
の
南
宮
大

社
か
日
本
橋
金

物
通
り
の
金
山

（
金
山
彦
、
庚

申
、
猿
田
彦
）

蜜
柑（
供
）、小

豆
系

26

3

内
原
町

―

金
山

―

27

4

笠
間
市
石
井

1
／
24

愛
宕

―

28

5

友
部
町
東
平

12
月

―

―

28

6

岩
間
町
押
辺

旧
11
／
8

金
神

―

28

7

常
陸
太
田
市
町
屋
町

2
／
8
、

11
／
8

―

―

28

8

日
立
市
勝
浦
町

11
／
8

―

―

28

9

神
栖
町
溝
口

11
／
28

―

―

28

10

竜
ケ
崎
市
川
原
代

11
／
8

―

―

28

11

八
郷
町
柿
岡
西
町

旧
11
／
8

―

―

28

12

伊
奈
町
板
橋

11
月

―

―

28

13

真
壁
町
飯
塚

11
／
8

金
山

―

28

14

石
下
町
向
石
下

旧
11
／
8

―

―

28

栃
木

1

氏
家
町

11
／
8

金
屋
子
、
荒

神
、
稲
荷
、
天

目
一
箇

蜜
柑
（
供
）

29

2

真
岡
市

11
／
8

金
山

蜜
柑
（
供
）

30

3

佐
野
市

11
／
8

金
山（
金
山
彦
、

金
山
姫
）

蜜
柑（
配
）、餅

31

4

都
賀
町

旧
11
／
8

稲
荷
、
金
神

（
金
山
）

小
豆
系

32

5

芳
賀
町

10
／
8

稲
荷

小
豆
系
、
餅

33

6

足
利
市

11
／
8

―

蜜
柑
（
配
）

34

足
利
市

12
／
8

金
山

蜜
柑（
供
、配
）、

小
豆
系
、
餅

35

7

壬
生
町

旧
11
／
8
→

新
12
／
8

金
山
、
金
屋

蜜
柑
（
供
）、

餅

36

群
馬

1

富
岡
市

11
／
28

玉
山
稲
荷
、
金

山

小
豆
系

37

2

大
間
々
町

11
／
8

金
山（
金
山
彦
、

金
山
姫
）

蜜
柑
（
供
）、

小
豆
系

38

3

伊
勢
崎
市

11
／
8

金
山（
金
山
彦
）
蜜
柑
（
供
）、

餅

39

太
田
市

12
／
8

金
山

蜜
柑（
供
、配
）、

小
豆
系

40

埼
玉

1

幸
手
市

8
日

聖
徳
太
子

蜜
柑
（
供
）、

小
豆
系

41

2

朝
霞
市

12
／
8

金
山
、
稲
荷

蜜
柑
（
配
）

42

3

蕨
市

11
／
8

金
山
権
現
、
金

山
稲
荷

蜜
柑（
供
、撒
）、

小
豆
系

43

4

鳩
ケ
谷
市

12
／
8

金
山

蜜
柑
（
供
）、

小
豆
系

44

5

草
加
市
高
砂

11
／
7
、

11
／
8

ふ
い
ご
の
神

小
豆
系

45

6

鴻
巣
市

―

秋
葉
、
恵
比
寿
―

46

7

小
川
町

12
／
8

金
山

蜜
柑
（
配
）

47

8
ａ
志
木
市

12
／
8

金
山（
金
屋
子
）
蜜
柑
（
供
）、

小
豆
系

48

8
ｂ
志
木
市

―

金
山
、
稲
荷

―

49

9

入
間
市

12
／
8

―

蜜
柑
（
供
）

50

10

八
潮
市

12
／
8

―

―

51

11

岩
槻
市

12
／
8

金
山

蜜
柑
（
供
）、

小
豆
系

52

12

川
口
市

11
／
8

金
山

―

53

13

所
沢
市

12
／
8
→

1
／
8

金
山

―

54

14

川
口
市

11
／
8

金
山
、
稲
荷

―

55
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15

岩
槻
市
、
川
口
市

11
／
8

金
山
、
稲
荷

―

55

16

玉
川
村
玉
川

11
／
8

金
山

蜜
柑
（
配
）、

小
豆
系

55

17

荒
川
村
日
野

11
／
8

金
山

蜜
柑（
供
、配
）
55

18

本
庄
市
本
庄

12
月
か
1
月
金
山

―

55

19

庄
和
町

11
／
8

金
山

―

55

20

川
越
市
石
原
町

1
／
1

―

―

55

21

都
幾
川
村
、
小
川
町

―

―

蜜
柑
（
配
）

55

22

飯
能
市
大
字
坂
元

1
／
8

金
山
彦

―

55

23

都
幾
川
村
大
字
瀬
戸

11
／
8

天
照
皇
太
神

宮
・
金
山

―

55

24

川
口
市
栄
町

12
／
8

―

―

55

25

川
口
市
上
青
木

12
／
8

稲
荷

―

55

26

幸
手
市
中

11
／
8

稲
荷

蜜
柑
（
供
）

55

27

朝
霞
市
膝
折

11
／
8

金
山

蜜
柑
（
供
）、

小
豆
系

55

28

鳩
ケ
谷
市
桜

12
／
8

金
山

蜜
柑
（
供
）、

小
豆
系

55

千
葉

1

袖
ケ
浦
市

11
／
8

―

―

56

2

印
西
町

12
／
8

稲
荷

蜜
柑
（
配
）

57

3
ａ
流
山
市

12
／
8

金
山
彦

蜜
柑
（
供
）、

小
豆
系
、
餅

58

3
ｂ
流
山
市

12
／
8

―

蜜
柑
（
供
）

58

東
京

1

大
島
町

11
／
8

―

蜜
柑
（
撒
）

59

2

中
央
区

11
月
寒
日

―

―

60

3

麹
町
区

11
／
8

稲
荷

―

61

4

品
川
区

11
／
8

ふ
い
ご
の
神

（
金
山
）

蜜
柑
（
供
）、

小
豆
系

62

5
ａ
江
東
区

11
／
11

―

―

63

5
ｂ
江
東
区

12
／
8

―

―

63

6
ａ
板
橋
区

11
／
8

―

蜜
柑
（
供
）

64

6
ｂ
板
橋
区

11
／
8

―

蜜
柑
（
供
、

配
）、
小
豆
系

64

7
ａ
大
田
区

11
／
8

―

―

65

7
ｂ
大
田
区

11
／
8

―

蜜
柑（
供
、撒
）
65

7
ｃ
大
田
区

―

―

蜜
柑
（
供
）

65

8

北
区

11
／
8

―

蜜
柑
（
供
）

66

9

大
田
区
南
馬
込

11
／
8
→

11
／
15

―

蜜
柑
（
供
）

67

10

五
日
市
町
小
中
野

新
11
／
8

南
宮
大
社
の
金

山
彦
、
不
動

蜜
柑（
供
、配
）、

小
豆
系

67

11

世
田
谷
区
喜
多
見

11
／
8

―

蜜
柑
（
供
）、

小
豆
系

67

12

荒
川
区
西
日
暮
里

11
／
8

―

蜜
柑
（
供
）

67

13

府
中
市
白
糸
台

12
／
8

―

蜜
柑（
供
、撒
）
67

14

調
布
市
深
大
寺
元
町

新
12
／
15

不
明

蜜
柑
（
撒
）、

小
豆
系

67

15

調
布
市
国
領
町

12
／
8

国
領
神
社
の
金

山

蜜
柑
（
供
）、

小
豆
系

67

神
奈
川
1

横
浜
市
緑
区

12
／
8

―

蜜
柑（
撒
、配
）
68

2

藤
沢
市

11
／
7
→

12
／
7

金
山

蜜
柑
（
配
）

69

3

逗
子
市

11
／
8

稲
荷

蜜
柑
（
供
）、

小
豆
系

70

4
ａ
川
崎
市

11
／
8

若
宮
八
幡
宮
の

金
山
神
社
（
奥

津
比
古
神
・
奥

津
比
売
神
）

―

71

4
ｂ
川
崎
市

12
／
8

若
宮
八
幡
宮
の

金
山
神
社
（
奥

津
比
古
神
・
奥

津
比
売
神
）

蜜
柑
（
配
）

71
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5

城
山
町

11
／
8

金
山（
金
屋
子
、

稲
荷
）

小
豆
系

72

新
潟

1

寺
泊
市

11
／
8

天
之
御
影
、
伊

斯
許
理
度
賣

―

73

2

三
条
市

11
／
8

金
山
、石
凝
媛
、

天
目
一
個

―

74

3

妙
高
高
原
町

11
／
8

不
動
明
王

―

75

4

村
上
市

12
／
8

金
神

小
豆
系

76

5

出
雲
崎
町

11
／
8

稲
荷
／
金
屋
子

／
荒
神
／
不
動

明
王

―

77

6

三
条
市
東
裏
館

11
／
8

金
山

―

78

7

月
潟
村
大
別
当

11
／
8

金
山
（
金
山
昆

古
）

―

78

８

岩
室
村
大
字
間
瀬

毎
月
1
～
2

回

山
の
神

―

78

富
山

1

県
下

11
／
8

不
動
、金
山
大
神

（
美
濃
の
関
で

は
金
山
彦
命
）
小
豆
系

79

2

朝
日
町

11
／
8

―

―

80

1

野
々
市
町

12
／
8

―

―

81

2
ａ
根
上
町

12
／
8

―

―

82

2
ｂ
根
上
町

12
／
8

軻
遇
突
知
→
稲

荷

―

82

3

金
沢
市
大
野
町

12
／
9

―

―

83

4
ａ
七
尾
市

3
／
8
、
12

／
8

―

小
豆
系

84

4
ｂ
七
尾
市

12
／
9

―

―

84

4
ｃ
七
尾
市

―

―

―

84

5

県
下

12
／
8

―

小
豆
系

85

6

県
下

12
／
8

―

―

86

7

鹿
島
町

11
／
8

―

―

87

8

鶴
来
町

12
／
8

―

―

88

9

野
々
市
町

12
／
8

―

―

89

10

白
峰
村

12
／
8

―

蜜
柑
（
供
）、

餅

90

13

松
任
市
北
安
田
町

12
／
8

―

―

91

福
井

1

越
前
町

1
／
8
、

10
／
8
→

12
／
8

―

―

92

2

今
庄
町

12
／
9

―

―

93

3

美
浜
町

12
／
8

―

―

94

4
ａ
福
井
市

12
／
8

―

小
豆
系

95

4
ｂ
福
井
市

12
／
10

―

―

95

5

福
井
市

11
／
8

―

―

96

6

武
生
市

12
／
8

―

―

97

7

鯖
江
市

12
／
8

―

―

98

8

坂
井
町
上
新
庄

12
／
8

―

小
豆
系

99

9

永
平
寺
町
東
古
市

12
／
19

―

―

99

10

武
生
市
庄
田
町

12
／
8

―

―

99

11

大
野
市
・
勝
山
市

12
／
8

稲
荷

蜜
柑
（
供
）

99

12

松
岡
町
薬
師

12
／
8

金
山

―

99

13

福
井
市
足
羽

3
／
8
、

12
／
8

山
の
神

―

99

山
梨

1

小
渕
沢
町

11
／
8

諏
訪
神
社
（
長

野
県
茅
野
市
）

の
金
山
講

―

100

長
野

1

信
濃
町

12
／
8

―

―

101

2

上
田
市
下
郷

11
／
7
、

11
／
8

不
動

蜜
柑
（
供
）

101

3

原
村

12
／
8
→

12
／
7
日

諏
訪
大
社
の
金

山
講

蜜
柑
（
供
）

101
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4

松
本
市
庄
内

11
／
7
、

11
／
8

金
山
、
深
志
神

社
（
松
本
市
）
―

101

5

坂
城
町
立
町

12
／
8

―

蜜
柑
（
供
）、

小
豆
系

101

静
岡

1

大
仁
町
田
京

11
／
8

金
山

蜜
柑（
供
、配
）、

小
豆
系

102

2

豊
田
町
東
原

11
／
8

金
山

蜜
柑
（
供
）

102

3

本
川
根
町
藤
川

―

金
谷
町
の
厳
室

神
社
の
金
山
彦
、

秋
葉
神
社
の
火

迦
具
土
、伊
勢
神

宮
の
天
照
大
神

―

102

4

大
東
町
高
瀬

2
／
11

金
山

―

102

5

長
泉
町
下
土
狩

11
／
8

金
山

蜜
柑
（
供
）

102

6

袋
井
市
上
山
梨

11
／
8

―

蜜
柑
（
供
）

102

7

榛
原
町
中

11
／
28

金
山
彦

―

102

8

藤
枝
市
堀
之
内
町

11
／
28

金
山

蜜
柑
（
供
）

102

三
重

1

四
日
市
市

11
／
8

―

―

103

2

南
勢
町

―

聖
徳
太
子

―

104

3

磯
部
町

12
／
8

―

蜜
柑
（
供
）、

小
豆
系

105

4

鳥
羽
市

11
／
8

聖
徳
太
子

蜜
柑
（
供
）、

小
豆
系

106

5

多
気
町

12
／
15

―

蜜
柑
（
撒
）

107

滋
賀

1

新
旭
町

12
／
8

―

―

108

京
都

1

与
謝
郡

11
／
8

―

―

109

2

大
宮
町

―

―

―

110

3

京
都
市
南
区
八
条
源
町
11
／
8

稲
荷
→
刃
物
神

社

―

111

4

加
悦
町
字
加
悦

11
／
8

稲
荷

蜜
柑（
供
、配
）、

餅

111

5

京
都
市
下
京
区
西
洞
院

六
条
下
ル

11
／
8

稲
荷

―

111

6

加
茂
町
北
船
屋

12
／
8

―

蜜
柑
（
供
）

111

7

加
悦
町
算
所

12
／
8

稲
荷

―

111

8

亀
岡
市
宮
前
町
宮
川

―

―

―

111

大
阪

1

豊
能
町

12
／
8

―

―

112

2

田
尻
町

旧
12
／
8

―

蜜
柑
（
供
）、

小
豆
系

113

兵
庫

1

三
木
市

12
／
7
、

12
／
8

稲
荷

蜜
柑（
供
、配
）、

小
豆
系
「

114

奈
良

1

都
祁
村

旧
11
／
8

金
屋
子
、
金
山
蜜
柑
（
供
）

115

2

大
塔
村

11
／
8

―

―

116

3

菟
田
野
村

12
／
8

―

―

117

4

室
生
村

12
／
8

―

小
豆
系
、
餅

118

5

天
理
市

12
／
8

―

―

119

和
歌
山
1

南
部
町

1
／
8

荒
神
、
氏
神

―

120

2

中
津
村

12
／
6

―

―

121

3

打
田
町
久
留
壁

旧
2
／
8

―

―

122

4

貴
志
川
町
上
野
山
北
畑
11
／
8

稲
荷
（
白
菊
大

神
）

―

122

5

南
部
川
村
穂
蔵

―

―

―

122

6

古
座
川
町
月
野
瀬

11
／
8

―

―

122

鳥
取

1

日
南
町

11
／
17

金
屋
子
？

―

123

2

日
南
町

12
／
8

―

―

123

3

八
頭
郡

11
／
8

金
屋
子

―

124

4

倉
吉
市

旧
11
／
8

鉄
の
神
（
金
屋

子
）

蜜
柑
（
供
）

125

5
ａ
岩
美
町

―

―

―

126

5
ｂ
岩
美
町

旧
11
／
8

―

蜜
柑
（
配
）、

小
豆
系

126
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6

倉
吉
市
鍛
冶
町

旧
11
／
8

金
屋
子

―

127

7

日
南
町
福
塚

11
月

金
屋
子

―

127

8

国
府
町
山
崎

―

火
の
神

―

127

9

岩
美
町
岩
井

旧
11
／
8

―

蜜
柑
（
供
）、

小
豆
系

127

10

河
原
町
河
原

11
／
8

稲
荷

蜜
柑
（
供
）

127

11

若
桜
町
糸
白
見

旧
11
／
8

金
屋
子

―

127

12

用
瀬
町
金
屋

11
／
8

―

―

127

13

倉
吉
市
東
町

―

金
屋
子

―

127

14

倉
吉
市
鍛
冶
町

旧
11
／
8

金
屋
子

―

127

15

倉
吉
市
鍛
冶
町

11
／
8

八
幡
神
社
、
金

屋
子

―

127

16

倉
吉
町
鍛
治
町

旧
11
／
8

金
屋
子

―

127

17

境
港
市
外
江
町

11
月

―

蜜
柑（
供
）、餅

127

18

淀
江
町
淀
江

―

火
の
神

―

127

19

淀
江
町
今
津

12
／
8

金
屋
子
さ
ん

（
火
の
神
・
た

た
ら
の
神
）

―

127

20

日
南
町
福
塚

旧
11
／
8

金
屋
子

―

127

島
根

1

出
雲
市

11
／
8

金
屋
子

蜜
柑
（
撒
）

128

2

邑
智
町

11
／
8

―

―

129

3

頓
原
町

11
／
8

金
屋
子

―

130

4

江
津
市

旧
11
／
8

―

―

131

5

頓
原
町
大
字
頓
原

11
／
8

金
屋
子

―

132

6

松
江
市
栄
町

5
／
1
、

11
／
1

乃
白
神
社
に
あ

る
金
屋
子
神
と

鋳
物
の
神

―

132

岡
山

1

新
見
町

11
／
8

―

―

133

広
島

1

新
市
町

12
／
8

―

―

134

2

上
下
町

11
／
8

―

蜜
柑
（
供
）

135

3
ａ
千
代
田
町

12
／
8

カ
ナ
イ
グ
（
ふ

い
ご
）

―

136

3
ｂ
千
代
田
町

12
／
8

カ
ナ
イ
グ

蜜
柑
（
撒
）

136

4

原
村

11
／
8

―

―

137

5

県
下

11
／
8

―

蜜
柑
（
撒
）

138

6

海
田
町

旧
11
月
吉
日
―

―

139

7

高
野
町

旧
11
／
8

金
子
神
金
山
彦
、

金
山
姫

―

140

8

福
山
市

11
／
8

―

蜜
柑
（
撒
）

141

9

蒲
刈
町

12
／
7

ふ
い
ご
の
神

（
聖
徳
太
子
）

―

142

11

大
竹
市

12
／
8

稲
荷

―

143

12

大
柿
町

旧
11
／
8

―

―

143

13

大
柿
町

―

―

―

143

14

呉
市

11
／
8

氏
神

―

143

15

倉
橋
町

旧
11
／
8

山
の
神

―

143

16

広
島
倉
橋
町

旧
12
／
8

―

―

143

17

八
千
代
町

11
／
14

―

―

143

18

甲
田
町

12
／
9

―

―

143

山
口

1

阿
東
町

11
／
8

稲
荷

―

144

2

福
栄
村

11
月

稲
荷

―

145

3
ａ
県
下

12
／
7
、
8
火
之
迦
具
土
、天

目
一
筒
、
金
山

の
三
柱
か
一
柱
蜜
柑

146

3
ｂ
県
下

12
／
8
→
節

分
の
お
日
待

ち
の
日

歳
越

―

146

3
ｃ
県
下

1
／
8

―

―

146

3
ｄ
県
下

12
／
7
、
8
火
之
迦
具
土
、天

目
一
筒
、
金
山

の
三
柱
か
一
柱
―

146
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3
ｅ
県
下

旧
11
／
8

天
目
一
筒

―

146

4

大
畠
町

12
／
8

―

―

147

5

美
東
町

12
／
8

―

餅

148

6

橘
町

11
／
8

山
の
神

―

149

7

宇
部
市

11
／
8

―

蜜
柑
（
供
）

150

8

豊
北
町

8
日

―

―

151

徳
島

1

北
島
町

―

―

蜜
柑（
柑
子
）

152

2

那
賀
川
町

11
／
8

天
目
一
箇

蜜
柑
（
配
）

153

3

山
城
谷
村

旧
11
／
7
か

8

―

蜜
柑
（
配
）

154

4

池
田
町

11
／
8

―

蜜
柑（
配
、撒
）、

小
豆
系

155

5

県
下

旧
11
／
8

天
目
一
箇

蜜
柑
（
配
）

156

6

三
好
町

11
月
中

―

蜜
柑
（
配
）

157

7

石
井
町

旧
11
／
8

天
一
神
社

蜜
柑
（
配
）

158

8

松
茂
町

旧
11
／
8

金
屋
子
、
稲
荷
蜜
柑
（
撒
）

159

9

藍
住
町

12
／
20

―

蜜
柑
（
配
）

160

10

徳
島
市

11
／
8

稲
荷

蜜
柑
（
配
）

161

11

徳
島
市

旧
11
／
8

天
目
一
神
社

蜜
柑
（
配
）、

餅

162

12

高
川
原
村

11
／
8

―

蜜
柑
（
配
）

163

13

木
屋
平
村

旧
11
／
8

―

―

164

14

応
神
村

11
／
8

神

蜜
柑
（
配
）

165

15

三
加
茂
町

11
月

―

蜜
柑
（
配
）

166

16

上
分
上
山
村

11
／
8

―

―

167

17

浦
庄
村

11
／
8

天
一
大
明
神

蜜
柑
（
供
）、

小
豆
系

168

18

小
松
島
市
小
松
島
町
神

代
橋

12
月

―

―

169

19

山
川
町
堤
外

旧
11
／
8

稲
荷

―

169

香
川

1

豊
浜
町

旧
11
／
8

ふ
い
ご
の
神

―

170

2

山
本
町

11
／
8

―

―

171

3

琴
南
町

11
／
8

氏
神

―

172

4

琴
平
町

旧
11
／
8

稲
荷

餅

173

5

豊
中
町

11
／
6
、
7
―

蜜
柑
（
供
）、

餅

174

6

大
内
町

旧
11
／
8

―

―

175

7

仲
南
町

11
／
6
、
7
火
結
神

蜜
柑
（
供
）、

餅

176

8

上
笠
居
村

旧
11
／
8

稲
荷

―

177

9

丸
亀
市

旧
11
／
8

―

―

178

10

高
松
市

11
／
8

稲
荷

―

179

11

大
野
原
町

旧
11
／
8

―

―

180

12

内
海
町
福
田

旧
11
／
7

聖
徳
太
子
、
山

神

―

181

13

土
庄
町
甲

旧
11
／
8

稲
荷

―

181

14

長
尾
町
東

旧
11
／
7
か

ら
旧
11
／
8
―

―

181

15

牟
礼
町
牟
礼
落
合

旧
12
／
7

―

―

181

16

高
松
市
一
宮
町

11
／
7
、
8
―

―

181

17

香
川
町
東
上

―

―

―

181

18

国
分
寺
新
名

12
／
8

山
の
神
（
伊
予

の
石
鎚
さ
ん

蜜
柑
（
供
）、

餅

181

19

丸
亀
市
広
島
字
青
木

11
／
7
、
8
風
の
神

―

181

20

高
瀬
町
羽
方
波
地

11
月
初
旬

―

―

181

愛
媛

1

重
信
町

12
／
8

―

―

182

2
ａ
県
下

11
／
8

―

蜜
柑
（
撒
）

183

2
ｂ
上
浮
穴
郡
小
田
町

11
／
8

風
の
神
、
天
目

一
箇

蜜
柑
（
供
）

183

3

今
治
市

旧
11
／
8

稲
荷

―

184
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4

伊
予
三
島
市

旧
11
／
17
日
ふ
い
ご
の
神（
金

山
彦
、火
産
靈
）
―

185

5

宇
和
島
市

11
／
8

―

―

186

6

川
内
町

12
／
8

金
山

蜜
柑
（
供
）

187

7

松
山
市

11
／
8

―

―

188

8

城
川
町

11
／
8

―

―

189

9

北
宇
和
郡

11
／
8

―

―

190

10

松
山
市
窪
野
町

12
／
8

塡
安
彦
・
金
山

彦
・
天
目
一

箇
・
大
生
霊
・

火
明

―

191

高
知

1

越
知
町

12
／
8

た
た
ら
の
神

―

192

2

佐
川
町

12
／
8

た
た
ら
の
神

―

193

3

土
佐
市

11
／
8

た
た
ら
の
神

（
金
屋
子
）

―

194

4

幡
多
郡

11
／
8

―

―

195

5

大
野
見
村

旧
11
／
8

一
つ
目
の
神

蜜
柑
（
供
）

196

6

県
下

11
／
8

―

蜜
柑
（
撒
）

197

7

奈
半
利
町
下
長
田

旧
11
／
8

―

餅

198

8

土
佐
山
田
町
新
改

旧
11
／
8

ふ
い
ご
さ
ん

―

198

9

大
野
見
村
久
万
秋

11
／
8

天
神

餅

198

福
岡

1

宗
像
市

旧
11
／
8

火
の
神

蜜
柑
（
供
）

199

2

豊
前
市

旧
11
／
8

金
山
彦

―

200

3

小
倉
市

11
／
8

―

―

201

4

北
九
州
市

11
／
8

稲
荷

―

202

5

福
岡
市
博
多
区
冷
泉
町
―

火
の
神

―

203

6

大
牟
田
市
大
字
倉
永

旧
11
／
8

金
山
彦
、
金
山

姫
、
天
目
一
箇
蜜
柑
（
配
）

203

7

中
間
市
大
字
中
間

―

―

―

203

8

鞍
手
町
中
山
本
村

12
／
8

―

蜜
柑（
供
）、餅

203

9

若
宮
町
大
字
小
伏
字
川

寄

12
／
8

―

―

203

10

福
岡
市
博
多
区
山
王

11
／
8

金
屋
子

―

203

11

久
留
米
市
諏
訪
野
町

11
／
8

稲
荷

―

203

12

犀
川
町
下
本
荘

12
月

―

―

203

13

吉
富
町
大
字
広
津

12
／
8

―

―

203

佐
賀

1

伊
万
里
市

12
／
8

―

小
豆
系

204

2

牛
津
町

1
／
2
、

10
／
15

―

餅

205

3

多
久
市
南
多
久
町
西
牟

田
辺

1
／
7

―

―

206

4

北
方
町
大
字
志
久

11
／
7

―

―

206

5

鳥
栖
市
本
鳥
栖
町

1
／
8

―

―

206

6

呼
子
町
呼
子

11
月
、
12
月
稲
荷

―

206

7

田
町
久
間
西
山

12
／
8

―

―

206

長
崎

1

長
崎
市

11
／
8

稲
荷

―

207

2

時
津
町

12
／
8

―

―

208

3

島
原
市
上
町

旧
11
／
8

―

小
豆
系

209

4

大
村
市
松
本
本
町

旧
11
／
15

―

―

209

5

三
和
町
蚊
焼

12
／
8

―

―

209

6

江
迎
町
長
坂
免
（
西
岩

崎
）

11
／
8

―

―

209

7

豊
玉
町
横
浦

11
／
8

―

―

209

熊
本

1

河
内
町

11
月
頃

カ
ナ
ヤ
様

―

210

2

川
尻
町

11
／
8

ふ
い
ご
神

蜜
柑
（
供
）

211

3

県
下

11
／
8

火
の
神（
荒
神
）
蜜
柑
（
撒
）、

餅

214

4

栖
本
町

12
／
8

―

蜜
柑
（
供
）

213

大
分

1

野
津
町

12
／
8

―

―

214

2

直
入
町

旧
11
／
8

稲
荷

蜜
柑
（
撒
）

215
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3

白
杵
市

旧
11
／
8

―

蜜
柑
（
供
）

214

4

日
田
市

新
12
／
8

―

餅

215

5

玖
珠
町

旧
11
／
8
→

新
12
／
8

―

―

216

6

佐
賀
関
町

新
12
／
8

―

―

217

7

日
田
市

1
／
2

―

蜜
柑
（
供
）、

餅

217

8

豊
後
高
田
市

正
月
中

―

―

217

宮
崎

1

北
川
町

旧
11
／
8

き
つ
ね

蜜
柑
（
供
）、

餅

218

2

五
ヶ
瀬
町
大
字
桑
野
字

小
半
田

旧
11
／
8

ふ
い
ご
さ
ま

蜜
柑
（
供
）、

餅

219

3

日
向
市
富
高
中
原

秋

―

―

219

4

西
米
良
村
大
字
村
所

旧
11
／
8

―

小
豆
系

219

5

西
米
良
村
大
字
竹
原
字

元
米
良

旧
11
／
8

火
の
神

―

219

6

野
尻
町
大
字
東
麓
新
町

1
月
5
月

9
月
8
日

火
の
神

蜜
柑
（
供
）、

餅

219

7

都
城
市
庄
内
町

11
／
8

金
山

―

219

8

高
崎
町
大
字
江
平

11
／
8

―

―

219

9

宮
崎
市
青
島

旧
11
／
8

愛
宕
？

蜜
柑
（
供
）

219

10

日
南
市
飫
肥
楠
原

11
／
4

―

―

219

11

串
間
市
大
字
奈
留

旧
11
／
8

―

―

219

＊
供
物
の
欄
の
表
記
は
次
の
と
お
り
。

（
供
）
…
…
供
え
る

（
配
）
…
…
配
る

（
撒
）
…
…
撒
く
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出
典
一
覧

1　
『
金
ケ
崎
町
史
』
四
、
岩
手
県
金
ケ
崎
町
、
二
〇
〇
六

2　

岩
手
県
教
育
委
員
会
『
岩
手
の
民
俗
資
料
』
岩
手
県
教
育
委
員
会
、
一
九
六
六

3　

岩
手
県
教
育
委
員
会
『
岩
手
県
の
諸
職
』
岩
手
県
教
育
委
員
会
、
一
九
九
一

4　

角
田
町
郷
土
誌
編
纂
委
員
会
『
角
田
町
郷
土
誌
』
角
田
町
役
場
、
一
九
五
六

5　

仙
台
市
編
さ
ん
委
員
会
『
仙
台
市
史
』
一
〇
、
仙
台
市
、
一
九
九
八

6　

蔵
王
町
史
編
さ
ん
委
員
会
『
蔵
王
町
史
』
民
俗
生
活
編
、
蔵
王
町
、
一
九
九
三

7　

気
仙
沼
市
史
編
さ
ん
委
員
会
『
気
仙
沼
市
史
』
七
、
宮
城
県
気
仙
沼
市
長
小
野
寺
信

雄
、
一
九
九
四

8　

大
河
原
町
史
編
纂
委
員
会
『
大
河
原
町
史
』
諸
史
編
、
大
河
原
町
、
一
九
八
四

9　

多
賀
城
市
編
纂
委
員
会
『
多
賀
城
市
史
』
三
、
多
賀
城
市
、
一
九
八
六

10　

気
仙
沼
町
誌
編
纂
委
員
会
『
気
仙
沼
町
誌
』
宮
城
県
本
吉
郡
気
仙
沼
町
長
、
一
九
五

三

11　

宮
城
縣
史
編
纂
委
員
会
『
宮
城
縣
史
』
二
〇
、
宮
城
縣
、
一
九
六
〇

12　

東
北
歴
史
資
料
館
『
宮
城
県
の
諸
職
』
東
北
歴
史
資
料
館
、
一
九
九
〇

13　
『
秋
田
県
の
諸
職
─
諸
職
関
係
民
俗
文
化
財
調
査
報
告
書
─
』
秋
田
県
教
育
委
員

会
、
一
九
九
一

14　

浪
江
町
史
編
集
委
員
会
『
浪
江
町
史
』
浪
江
町
教
育
委
員
会
、
一
九
七
四

15　

川
内
村
史
編
纂
委
員
会
『
川
内
村
史
』
三
、
川
内
村
、
一
九
八
八

16　

梁
川
町
史
編
纂
委
員
会
『
梁
川
町
史
』
一
一
、
梁
川
町
、
一
九
九
一

17　

富
岡
町
史
編
纂
委
員
会
『
富
岡
町
史
』
三
、
福
島
県
富
岡
町
、
一
九
八
七

18　

桑
折
町
史
編
纂
委
員
会
『
桑
折
町
史
』
三
、
桑
折
町
史
出
版
委
員
会
、
一
九
八
九

19　

船
引
町
『
船
引
町
史
』
民
俗
編
、
船
引
町
、
一
九
八
三

20　

福
島
県
教
育
委
員
会
『
西
郷
地
方
の
民
俗
』
福
島
県
教
育
委
員
会
、
一
九
七
〇

21　

郡
山
市
『
郡
山
市
史
』
七
、
郡
山
市
、
一
九
六
九

22　

相
馬
市
史
編
纂
会
『
相
馬
市
史
』
三
、
福
島
県
相
馬
市
、
一
九
七
五

23　

塩
川
町
教
育
委
員
会
塩
川
町
史
編
さ
ん
委
員
会
『
塩
川
町
史
』
七
、
塩
川
町
、
二
〇

〇
五

24　

若
松
市
役
所
『
若
松
市
史
』
上
、
若
松
市
役
所
、
一
九
四
一

25　

常
陸
太
田
市
編
さ
ん
委
員
会
『
常
陸
太
田
市
』
民
俗
編
、
一
九
七
九
、
常
陸
太
田
市

役
所

26　

古
河
市
史
編
さ
ん
委
員
会
『
古
河
市
史
』
民
俗
編
、
古
河
市
、
一
九
八
三

27　

内
原
町
史
編
さ
ん
委
員
会
『
内
原
町
史
』
民
俗
編
、
内
原
町
、
一
九
九
七

28　
『
茨
城
の
諸
職
─
諸
職
関
係
民
俗
文
化
財
調
査
─
』
茨
城
県
教
育
委
員
会
、
一
九
八

九

29　

氏
家
町
史
作
成
委
員
会
『
氏
家
町
史
』
民
俗
編
、
氏
家
町
、
一
九
八
九

30　

真
岡
市
史
編
さ
ん
委
員
会
『
真
岡
市
史
』
第
五
巻
民
俗
編
、
真
岡
市
、
一
九
八
六

31　

佐
野
市
史
編
さ
ん
委
員
会
『
佐
野
市
史
』
民
俗
編
、
佐
野
市
、
一
九
七
五

32　

都
賀
町
史
編
さ
ん
委
員
会
『
都
賀
町
史
』
民
俗
編
、
都
賀
町
、
一
九
八
九

33　

芳
賀
町
史
編
さ
ん
委
員
会
『
芳
賀
町
史
』
通
史
編
民
俗
、
芳
賀
町
、
二
〇
〇
四

34　

足
利
市
役
所
『
足
利
市
史
』
下
、
足
利
市
役
所
内
大
給
新
、
一
九
二
九

35　

二
〇
一
三
．
一
二
筆
者
調
査

36　

壬
生
町
史
編
さ
ん
委
員
会
『
壬
生
町
史
』
民
俗
編
、
壬
生
町
、
一
九
八
五

37　

富
岡
市
史
編
さ
ん
委
員
会
『
富
岡
市
史
・
民
俗
編
』
富
岡
市
、
一
九
八
四

38　

大
間
々
町
誌
編
さ
ん
室
『
大
間
々
町
の
民
俗
』
大
間
々
町
誌
刊
行
委
員
会
、
二
〇
〇

一

39　

伊
勢
崎
市
『
伊
勢
崎
の
職
人
』
伊
勢
崎
市
、
一
九
八
七

40　

二
〇
一
四
．
一
二
筆
者
調
査

41　

生
涯
学
習
課
市
史
編
さ
ん
室
『
幸
手
市
史
』
民
俗
編
、
幸
手
市
教
育
委
員
会
、
一
九

九
七

42　

朝
霞
市
教
育
委
員
会
市
史
編
さ
ん
室
『
朝
霞
市
史
』
民
俗
編
、
朝
霞
市
、
一
九
九
五

43　

蕨
市
『
新
修
蕨
市
史
』
蕨
市
、
一
九
九
四

44　

鳩
ケ
谷
市
『
鳩
ケ
谷
市
史
』
民
俗
編
、
鳩
ケ
谷
市
、
一
九
八
八

45　

草
加
市
史
編
さ
ん
委
員
会
『
草
加
市
史
』
民
俗
編
、
草
加
市
、
一
九
八
七
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46　

鴻
巣
市
史
編
さ
ん
調
査
会
『
鴻
巣
市
史
』
民
俗
編
、
埼
玉
県
鴻
巣
市
、
一
九
九
五

47　

小
川
町
『
小
川
町
の
歴
史
』
別
編
民
俗
編
、
小
川
町
、
二
〇
〇
一

48　

志
木
市
『
志
木
市
史
』
民
俗
史
料
編
一
、
志
木
市
、
一
九
八
五

49　

志
木
市
『
志
木
市
史
』
民
俗
史
料
編
一
、
志
木
市
、
一
九
八
五

50　

入
間
市
史
編
さ
ん
室
『
入
間
市
史
』
民
俗
・
文
化
財
編
、
入
間
市
、
一
九
八
一

51　

八
潮
市
役
所
『
八
潮
の
民
俗
資
料
』
一
、
八
潮
市
役
所
、
一
九
七
九

52　

岩
槻
市
役
所
『
岩
槻
市
史
』
民
俗
史
料
編
、
岩
槻
市
役
所
、
一
九
八
四

53　

川
口
市
『
川
口
市
史
』
民
俗
編
、
川
口
市
、
一
九
八
〇

54　

所
沢
市
史
編
さ
ん
委
員
会
『
所
沢
市
史
』
民
俗
、
所
沢
市
、
一
九
八
九

55　

埼
玉
県
民
俗
文
化
セ
ン
タ
ー
『
埼
玉
県
の
諸
職
─
埼
玉
県
諸
職
関
係
民
俗
文
化
財
調

査
報
告
書
』
埼
玉
県
教
育
委
員
会
、
一
九
八
八

56　

袖
ケ
浦
市
史
編
さ
ん
委
員
会
『
袖
ケ
浦
市
史
』
自
然
・
民
俗
編
、
袖
ケ
浦
市
、
一
九

九
九

57　

印
西
町
史
編
さ
ん
委
員
会
『
印
西
町
史
』
民
俗
編
、
印
西
町
、
一
九
九
六

58　

流
山
市
立
博
物
館
『
流
山
市
史
』
民
俗
編
、
流
山
市
教
育
委
員
会
、
一
九
九
〇

58　

流
山
市
立
博
物
館
『
流
山
市
史
』
民
俗
編
、
流
山
市
教
育
委
員
会
、
一
九
九
〇

59　

大
島
町
史
編
さ
ん
委
員
会
『
東
京
都
大
島
町
史
』
民
俗
編
、
東
京
都
大
島
町
、
一
九

九
九

60　

東
京
都
中
央
区
役
所
『
中
央
区
史
』
上
、
東
京
都
中
央
区
役
所
、
一
九
五
八

61　
『
糀
町
区
史 

全
』
東
京
市
麹
町
区
役
所
、
一
九
三
五

62　

東
京
都
品
川
区
『
品
川
の
民
俗
と
文
化
』
東
京
都
品
川
区
、
一
九
七
〇

63　

江
東
区
『
江
東
区
史
』
中
、
江
東
区
、
一
九
九
七

64　

板
橋
区
史
編
さ
ん
調
査
会
『
板
橋
区
史
』
資
料
編
五
、
板
橋
区
、
一
九
九
七

65　

亀
山
慶
一
他
編
『
大
田
区
史
』（
資
料
編
）
民
俗
、
東
京
都
大
田
区
、
一
九
八
三

66　

北
区
史
編
纂
調
査
会
『
北
区
史
』
民
俗
編
三
、
東
京
都
北
区
、
一
九
九
六

67　
『
江
戸
東
京
の
諸
職
』
上
、
東
京
都
教
育
庁
生
涯
学
習
部
文
化
課
、
一
九
九
四

68　

緑
区
史
編
集
委
員
会
『
緑
区
史
』
通
史
編
、
緑
区
史
刊
行
委
員
会
、
一
九
九
三

69　

藤
沢
市
史
編
さ
ん
委
員
会
『
藤
沢
市
史
』
七
、
藤
沢
市
役
所
、
一
九
八
〇

70　

神
奈
川
県
企
画
調
査
部
県
史
編
集
室
『
神
奈
川
県
史
』
各
論
編
五
、
神
奈
川
県
、

一
九
七
七

71　

川
崎
市
『
川
崎
市
史
』
別
編
、
川
崎
市
、
一
九
九
一

72　

城
山
町
『
城
山
町
史
』
四
、
城
山
町
、
一
九
八
八

73　

寺
泊
町
『
寺
泊
町
史
』
資
料
編
四
、
寺
泊
町
、
一
九
八
八

74　

三
条
市
史
編
修
委
員
会
『
三
条
市
史
』
資
料
編
八
、
新
潟
県
三
条
市
、
一
九
八
二

75　

妙
高
高
原
町
史
編
集
委
員
会
『
妙
高
高
原
町
史
』
妙
高
高
原
町
、
一
九
八
六

76　

村
上
市
『
村
上
市
史
』
民
俗
編
上
、
村
上
市
、
一
九
八
九

77　

出
雲
崎
町
史
編
さ
ん
委
員
会
『
出
雲
崎
町
史
』
民
俗
・
文
化
財
編
、
出
雲
崎
町
、
一
九

八
七

78　
『
新
潟
県
の
諸
職
─
諸
職
関
係
民
俗
文
化
財
調
査
報
告
書
』
新
潟
県
教
育
委
員
会
、

一
九
八
九

79　

富
山
県
『
富
山
県
史
』
民
俗
編
、
富
山
県
、
一
九
七
三

80　

朝
日
町
『
朝
日
町
誌
』
文
化
編
、
一
九
八
四

81　

富
奥
郷
土
史
編
纂
会
『
富
奥
郷
土
史
』
富
奥
農
業
協
同
組
合
、
一
九
七
五

82　

新
修
根
上
町
史
編
纂
専
門
委
員
会
『
根
上
町
史
』
通
史
編
、
一
九
九
五

83　

大
野
町
史
編
集
委
員
会
『
大
野
町
史
』
大
野
町
史
編
集
委
員
会
、
一
九
七
六

84　

七
尾
市
史
編
さ
ん
専
門
委
員
会
『
七
尾
市
史
』
一
三
、
七
尾
市
役
所
、
二
〇
〇
三

85　
『
石
川
縣
史
』
五
、
石
川
県
、
一
九
三
三

86　

若
林
喜
三
郎
『
鳥
屋
町
史
』
鳥
屋
町
、
一
九
五
五

87　

鹿
島
町
誌
編
纂
専
門
委
員
会
『
鹿
島
町
誌
』
通
史
・
民
俗
編
、
石
川
県
鹿
島
郡
鹿
島

町
役
場
、
一
九
八
五

88　

林
郷
土
誌
編
集
委
員
会
『
林
郷
土
誌
』
林
公
民
館
、
一
九
七
八

89　

野
々
市
町
史
編
纂
専
門
委
員
会
『
野
々
市
町
史 

民
俗
と
暮
ら
し
の
事
典
』
石
川
県

野
々
市
町
、
二
〇
〇
六

90　

白
峰
村
史
編
集
委
員
会
『
白
峰
村
史
』
上
、
白
峰
村
役
場
、
一
九
六
一
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91　

石
川
県
教
育
委
員
会
『
石
川
県
の
諸
職
─
石
川
県
諸
職
関
係
民
俗
文
化
財
調
査
報
告

書
』
石
川
県
教
育
委
員
会
、
一
九
九
一

92　

越
前
町
史
編
纂
委
員
会
『
越
前
町
史
』
下
、
越
前
町
役
場
、
一
九
七
七

93　

今
庄
町
誌
編
さ
ん
委
員
会
『
福
井
県
今
庄
町
誌
』
福
井
県
南
条
郡
今
庄
町
、
一
九
七

九

94　

美
浜
町
誌
編
纂
委
員
会
『
わ
か
さ
美
浜
町
誌
』
一
、
美
浜
町
、
二
〇
〇
二

95　

福
井
市
『
福
井
市
市
』
資
料
編
一
三
、
福
井
市
、
一
九
八
八

96　

福
井
市
役
所
『
稿
本
福
井
市
史
』
下
、
福
井
市
役
所
、
一
九
四
一

97　

武
生
市
史
編
纂
委
員
会
『
武
夫
市
史
』
民
俗
編
、
武
雄
市
役
所
、
一
九
七
四

98　

鯖
江
市
史
編
纂
委
員
会
『
鯖
江
市
史
』
資
料
編
一
、
鯖
江
市
役
所
、
一
九
七
三

99　

福
井
県
教
育
委
員
会
『
福
井
県
の
諸
職
─
福
井
県
諸
職
関
係
民
俗
文
化
財
調
査
報
告

書
─
』
福
井
県
教
育
委
員
会
、
一
九
九
三

100　

山
梨
県
教
育
庁
文
化
課
『
山
梨
県
の
諸
職
─
山
梨
県
諸
職
関
係
民
俗
文
化
財
調
査
報

告
書
─
』
山
梨
県
教
育
委
員
会
、
一
九
八
八

101　

長
野
県
教
育
委
員
会
『
長
野
県
の
諸
職
─
長
野
県
諸
職
関
係
民
俗
文
化
財
調
査
報
告

書
─
』
長
野
県
教
育
委
員
会
、
一
九
九
〇

102　

静
岡
県
教
育
委
員
会
『
静
岡
県
の
諸
職
─
静
岡
県
諸
職
関
係
民
俗
文
化
財
調
査
報
告

書
─
』
静
岡
県
教
育
委
員
会
、
一
九
八
九

103　

四
日
市
市
『
四
日
市
市
』
五
、
四
日
市
市
、
一
九
九
五

104　

南
勢
町
誌
編
さ
ん
委
員
会
『
南
勢
町
誌
』
三
重
県
度
会
郡
南
勢
町
、
一
九
八
五

105　

磯
部
町
史
編
纂
委
員
会
『
磯
部
町
史
』
下
、
磯
部
町
、
一
九
九
七

106　

鳥
羽
市
史
編
さ
ん
室
『
鳥
羽
市
史
』
下
、
鳥
羽
市
役
所
、
一
九
九
一

107　

多
気
町
史
編
纂
委
員
会
『
多
気
町
史
』
通
史
、
多
気
町
、
一
九
九
二

108　

新
旭
町
誌
編
さ
ん
委
員
会
『
新
旭
町
誌
』
新
旭
町
役
場
、
一
九
八
五

109　

与
謝
郡
役
所
『
与
謝
郡
誌
』
下
、
名
著
出
版
、
一
九
七
二

110　

大
宮
町
誌
編
纂
委
員
会
『
大
宮
町
誌
』
大
宮
町
役
場
、
一
九
八
二

111　

京
都
府
教
育
庁
指
導
部
文
化
財
保
護
課
『
伝
統
の
手
仕
事
─
京
都
府
諸
職
関
係
民
俗

文
化
財
調
査
報
告
書
』
京
都
府
教
育
委
員
会
、
一
九
九
四

112　

豊
能
町
史
編
纂
委
員
会
『
豊
能
町
史
』
本
文
編
、
豊
野
町
、
一
九
八
七

113　

田
尻
町
史
編
纂
委
員
会
『
田
尻
町
史
』
民
俗
編
、
田
尻
町
、
二
〇
〇
八

114　

兵
庫
県
三
木
市
『
三
木
市
史
』
三
木
市
役
所
、
一
九
七
〇

115　

都
祁
村
史
編
纂
委
員
会
『
都
祁
村
史
』
中
、
都
祁
村
史
編
纂
委
員
会
、
二
〇
〇
五

116　

大
塔
村
史
編
集
委
員
会
『
大
塔
村
史
』
大
塔
村
役
場
、
一
九
七
九

117　

池
田
末
則
編
『
菟
田
野
町
史
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
八

118　

室
生
村
史
編
集
委
員
会
『
室
生
村
史
』
室
生
村
役
場
、
一
九
六
六

119　

天
理
市
史
編
纂
委
員
会
『
天
理
市
史
』
天
理
市
史
編
纂
委
員
会
、
一
九
五
八

120　

南
部
町
史
編
さ
ん
委
員
会
『
南
部
町
史
』
通
史
編
三
、
南
部
町
、
一
九
九
六

121　

中
津
村
史
編
纂
委
員
会
『
中
津
村
史
』
通
史
編
、
中
津
村
、
一
九
九
六

122　

和
歌
山
県
教
育
委
員
会
文
化
財
課
『
和
歌
山
県
の
諸
職
─
諸
職
関
係
民
俗
文
化
財
調

査
報
告
書
─
』
和
歌
山
県
教
育
委
員
会
、
一
九
九
一

123　

日
南
町
史
編
纂
審
議
委
員
会
『
日
南
町
史
』
自
然
・
文
化
、
日
南
町
、
一
九
八
四

124　

八
頭
郷
土
文
化
研
究
会
『
八
頭
郡
の
く
ら
し
と
民
俗
』
八
頭
郡
町
村
会
、
一
九
九
六

125　

新
編
倉
吉
市
史
編
集
委
員
会
『
新
編
倉
吉
市
史
』
四
、
倉
吉
市
、
一
九
九
五

126　

岩
美
町
誌
執
筆
編
集
委
員
会
『
岩
美
町
誌
』
下
、
岩
見
町
、
二
〇
〇
六

127　

鳥
取
県
立
博
物
館
『
鳥
取
県
の
諸
職
』
鳥
取
県
教
育
委
員
会
、
一
九
八
六

128　
『
出
雲
市
誌
』
出
雲
市
、
一
九
五
一

129　

邑
智
町
企
画
課
『
邑
智
町
誌
』
下
、
邑
智
町
、
一
九
七
八

130　

頓
原
町
誌
編
纂
委
員
会
『
頓
原
町
誌
』
民
俗
・
文
化
、
頓
原
町
、
二
〇
〇
〇

131　

江
津
市
誌
編
纂
委
員
会
『
江
津
市
誌
』
下
、
江
津
市
、
一
九
八
二

132　

島
根
県
教
育
委
員
会
『
島
根
県
の
諸
職
─
島
根
県
諸
職
関
係
民
俗
文
化
財
調
査
報
告

書
─
』
島
根
県
教
育
委
員
会
、
一
九
九
三

133　

新
見
市
史
編
纂
委
員
会
『
新
見
市
史
』
通
史
編
下
、
新
見
市
、
一
九
九
一

134　

新
市
町
史
編
纂
委
員
会
『
新
市
町
史
』
通
史
編
、
広
島
県
芦
品
郡
新
市
町
、
二
〇
〇

二
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135　

上
下
町
史
編
纂
委
員
会
他
編
『
上
下
町
史
』
民
俗
編
、
上
下
町
、
一
九
九
一

136　

千
代
田
町
役
場
『
千
代
田
町
史
』
民
俗
編
、
千
代
田
町
、
二
〇
〇
〇

137　

原
村
史
編
纂
委
員
会
『
原
村
史
』
下
、
原
村
史
刊
行
会
、
一
九
六
七

138　

広
島
県
『
広
島
県
史
』
民
俗
編
、
広
島
県
、
一
九
七
八

139　

広
島
県
安
芸
郡
海
田
町
『
海
田
町
史
』
通
史
編
、
広
島
県
安
芸
郡
海
田
町
、
一
九
八

六

140　

高
野
町
史
編
集
委
員
会
『
高
野
町
史
』
高
野
町
、
二
〇
〇
五

141　

福
山
市
史
編
纂
会
編
『
福
山
市
史
』
中
、
福
山
市
書
店
組
合
、
一
九
八
三

142　

蒲
刈
町
誌
編
集
委
員
会
他
編
『
蒲
刈
町
誌
』
民
俗
編
、
蒲
刈
町
、
一
九
九
五

143　

広
島
県
教
育
委
員
会
『
広
島
県
の
諸
職
─
広
島
県
諸
職
関
係
民
俗
文
化
財
調
査
報
告

書
』
広
島
県
教
育
委
員
会
、
一
九
九
四

144　
『
阿
東
町
誌
』
一
九
七
〇

145　
『
福
栄
村
史
』
一
九
六
六

146　

山
口
県
『
山
口
県
史
』
民
俗
編
、
山
口
県
、
二
〇
一
〇

147　
『
大
畠
町
史
』
大
畠
町
、
一
九
九
二

148　

美
東
町
史
編
さ
ん
委
員
会
『
美
東
町
史
』
通
史
編
、
美
東
町
、
二
〇
〇
四

149　

橘
町
史
編
集
委
員
会
『
橘
町
史
』
山
口
県
大
島
郡
橘
町
、
一
九
八
三

150　

宇
部
市
史
編
纂
委
員
会
『
宇
部
市
史
』
宇
部
市
史
編
纂
委
員
会
、
一
九
六
三

151　

豊
北
町
史
編
纂
委
員
会
『
豊
北
町
史
』
豊
北
町
役
場
、
一
九
七
二

152　

北
島
町
編
纂
委
員
会
『
北
島
町
史
』
徳
島
県
板
野
郡
北
島
町
、
一
九
七
五

153　

那
賀
川
町
史
編
さ
ん
委
員
会
『
那
賀
川
町
史
』
下
、
徳
島
県
那
賀
郡
那
賀
川
町
、
二
〇

〇
四

154　

近
藤
辰
郎
『
山
城
谷
村
史
』
山
城
町
役
場
、
一
九
六
〇

155　

天
羽
五
百
枝
『
池
田
町
誌
』
下
、
徳
島
県
三
好
郡
池
田
町
役
場
、
一
九
六
二

156　

徳
島
県
史
編
さ
ん
委
員
会
『
徳
島
県
史
』
六
、
徳
島
県
、
一
九
六
七

157　

三
好
町
史
編
集
委
員
会
『
三
好
町
史
』
地
域
誌
民
俗
編
、
徳
島
県
三
好
郡
三
好
町
、

一
九
九
六

158　

石
井
町
史
編
纂
会
『
石
井
町
史
』
下
、
徳
島
県
名
西
郡
石
井
町
、
一
九
九
一

159　

徳
島
県
板
野
郡
松
茂
町
誌
編
纂
委
員
会
『
松
茂
町
誌
』
下
、
松
茂
町
誌
編
纂
室
、
一
九

七
六

160　

藍
住
町
史
編
集
委
員
会
『
藍
住
町
史
』
徳
島
県
板
野
郡
藍
住
町
役
場
、
一
九
六
五

161　
『
名
頭
郡
史
』
名
頭
郡
自
治
協
会
、
一
九
六
〇

162　

二
〇
一
四
．
三
筆
者
調
査

163　

高
川
原
村
史
編
纂
委
員
会
『
高
川
原
村
史
』
名
西
郡
石
井
町
高
川
原
村
史
編
纂
委
員

会
、
一
九
五
九

164　
『
木
屋
平
村
史
』
徳
島
県
麻
植
郡
木
屋
平
村
役
場
、
一
九
七
一

165　
『
応
神
村
郷
土
誌
』
徳
島
県
応
神
村
、
一
九
五
八

166　

三
加
茂
町
史
編
集
委
員
会
『
三
加
茂
町
史
』
復
刻
版
、
一
九
七
三

167　

上
分
上
山
村
誌
編
集
委
員
会
『
上
分
上
山
村
誌
』
上
分
上
山
村
誌
編
集
委
員
会
、
一
九

七
八

168　

浦
庄
村
史
編
纂
委
員
会
『
浦
庄
村
史
』
浦
庄
村
史
出
版
委
員
会
、
一
九
六
五

169　
『
徳
島
県
の
諸
職
─
諸
職
関
係
民
俗
文
化
財
調
査
報
告
書
』
徳
島
県
教
育
委
員
会
、

一
九
八
七

170　

新
修
豊
浜
町
誌
編
さ
ん
委
員
会
『
新
修
豊
浜
町
誌
』
豊
浜
町
、
一
九
九
五

171　

新
修
山
本
町
誌
編
さ
ん
委
員
会
『
新
修 

山
本
町
誌
』
山
本
町
、
二
〇
〇
五

172　

琴
南
町
誌
編
纂
委
員
会
『
琴
南
町
誌
』
琴
南
町
、
一
九
八
六

173　

琴
平
町
史
編
集
委
員
会
『
町
史
こ
と
ひ
ら
』
四
、
琴
平
町
、
一
九
九
七

174　

豊
中
町
誌
編
纂
委
員
会
『
豊
中
町
誌
』
香
川
県
三
豊
郡
豊
中
町
、
一
九
七
九

175　

大
内
町
史
編
さ
ん
委
員
会
『
大
内
町
史
』
下
、
大
内
町
、
一
九
八
五

176　

仲
南
町
誌
編
集
委
員
会
『
仲
南
町
誌
』
仲
南
町
、
一
九
八
二

177　

上
笠
居
村
公
民
館
『
上
笠
居
村
史
』
上
笠
居
村
公
民
館
、
一
九
五
二

178　

新
修
丸
亀
市
史
編
集
委
員
会
『
新
修
丸
亀
市
史
』
丸
亀
市
役
所
、
一
九
七
九

179　

高
松
市
偏
輯
『
高
松
市
史
』
高
松
市
、
一
九
三
三

180　

大
野
原
町
誌
編
集
委
員
会
『
大
野
原
町
誌
』
香
川
県
三
豊
郡
大
野
原
町
、
一
九
五
六
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181　

瀬
戸
内
海
歴
史
民
俗
資
料
館
『
香
川
県
の
諸
職
─
香
川
県
諸
職
関
係
民
俗
文
化
財
調

査
報
告
書
─
』
香
川
県
教
育
委
員
会
、
一
九
八
九

182　

重
信
町
誌
編
纂
委
員
会
『
重
信
町
誌
』
重
信
町
、
一
九
八
八

183　

愛
媛
県
史
編
さ
ん
委
員
会
『
愛
媛
県
史
』
民
俗
下
、
愛
媛
県
、
一
九
八
四

184　

今
治
市
役
所
『
今
治
市
誌
』
名
著
出
版
、
一
九
七
三

185　

伊
予
三
島
市
史
編
纂
委
員
会
『
伊
予
三
島
市
史
』
上
、
伊
予
三
島
市
、
一
九
八
四

186　

宇
和
島
市
誌
編
纂
委
員
会
『
宇
和
島
市
誌
』
上
、
宇
和
島
市
、
二
〇
〇
五

187　

川
内
町
新
誌
編
纂
委
員
会
『
川
内
町
新
誌
』
川
内
町
、
一
九
九
二

188　

松
山
市
史
編
集
委
員
会
『
松
山
市
史
』
四
、
松
山
市
役
所
、
一
九
九
五

189　

徳
田
実
『
土
居
郷
土
誌
』
土
居
郷
土
誌
発
刊
委
員
会
、
一
九
七
六

190　

愛
媛
教
育
会
北
宇
和
部
会
『
北
宇
和
郡
誌
』
愛
媛
教
育
会
北
宇
和
郡
、
一
九
一
七

191　

愛
媛
県
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護
課
『
愛
媛
県
の
諸
職
─
諸
職
関
係
民
俗
文
化
財
調

査
報
告
書
─
』
愛
媛
県
教
育
委
員
会
、
一
九
九
二

192　

越
知
町
史
編
纂
委
員
会
『
越
知
町
史
』
高
知
県
高
岡
郡
越
知
町
、
一
九
八
四

193　

佐
川
町
史
編
纂
委
員
会
『
佐
川
町
史
』
下
、
佐
川
町
役
場
、
一
九
八
一

194　

土
佐
市
史
編
集
員
会
『
土
佐
市
史
』
土
佐
市
、
一
九
七
三

195　

高
知
県
幡
多
郡
役
所
『
高
知
県
幡
多
郡
誌
』
名
著
出
版
、
一
九
七
三

196　

大
野
見
村
史
編
纂
委
員
会
『
大
野
見
村
史
』
大
野
見
村
編
纂
委
員
会
、
一
九
五
六

197　

津
村
久
茂
『
高
知
県
史
』
上
、
高
知
県
史
編
纂
会
、
一
九
五
一

198　
『
高
知
県
の
諸
職
─
諸
職
関
係
民
俗
文
化
財
調
査
報
告
書
』
高
知
県
教
育
委
員
会
、

一
九
九
二

199　

宗
像
市
史
編
纂
委
員
会
『
宗
像
市
史
』
通
史
編
四
、
宗
像
市
、
一
九
九
六

200　

豊
前
市
史
編
纂
委
員
会
『
豊
前
市
史
』
下
、
豊
前
市
、
一
九
九
一

201　

小
倉
市
役
所
『
小
倉
市
史
』
上
、
中
村
安
孝
、
一
九
七
二

202　

北
九
州
市
史
編
さ
ん
委
員
会
『
北
九
州
市
史
』
民
俗
、
北
九
州
市
、
一
九
八
九

203　
『
福
岡
県
の
諸
職
─
福
岡
県
諸
職
関
係
民
俗
文
化
財
調
査
報
告
書
─
』
福
岡
県
教
育

委
員
会
、
一
九
九
〇

204　

伊
万
里
市
史
編
さ
ん
委
員
会
『
伊
万
里
市
史
』
民
俗
・
生
活
・
宗
教
編
、
伊
万
里

市
、
二
〇
〇
五

205　

牛
津
町
町
史
編
さ
ん
事
務
局
『
宇
津
町
史
』
牛
津
町
、
一
九
九
〇

206　

佐
賀
県
教
育
委
員
会
『
佐
賀
県
の
諸
職
─
諸
職
関
係
民
俗
文
化
財
調
査
報
告
書
─
』

佐
賀
県
教
育
委
員
会
、
一
九
九
一

207　
『
長
崎
市
史
』
風
俗
編
上
、
長
崎
市
、
一
九
二
五

208　

時
津
町
教
育
委
員
会
他
編
『
時
津
町
郷
土
誌
』
時
津
町
、
一
九
七
九

209　
『
長
崎
県
の
諸
職
調
査
』
長
崎
県
教
育
委
員
会
、
一
九
九
〇

210　

河
内
町
史
編
纂
委
員
会
『
河
内
町
史
』
柑
橘
・
民
俗
編
、
河
内
町
、
一
九
八
七

211　
『
肥
後
川
尻
町
史
』
川
尻
町
役
場
、
一
九
八
〇

212　

新
熊
本
市
史
編
纂
委
員
会
『
新
熊
本
市
史
』
別
編
二
、
熊
本
市
、
一
九
九
六

213　

栖
本
町
誌
編
纂
委
員
会
『
栖
本
町
誌
』
栖
本
町
、
二
〇
〇
六

214　

野
津
町
誌
編
さ
ん
室
『
野
津
町
誌
』
下
、
野
津
町
、
一
九
九
三

215　

直
入
町
誌
刊
行
編
集
委
員
会
『
直
入
町
誌
』
直
入
町
誌
刊
行
会
、
一
九
八
四

216　

白
杵
市
史
編
さ
ん
室
『
白
杵
市
史
』
下
、
白
杵
市
、
一
九
九
二

217　

大
分
県
立
宇
佐
風
土
記
の
丘
「
大
分
県
の
諸
職
」
大
分
県
立
宇
佐
風
土
記
の
丘
、
一
九

八
七

218　

北
川
町
『
北
川
町
史
』
別
編
、
北
川
町
、
二
〇
〇
四

219　

宮
崎
県
教
育
委
員
会
『
宮
崎
県
の
諸
職
─
宮
崎
県
諸
職
関
係
民
俗
文
化
財
調
査
報
告

書
─
』
宮
崎
県
教
育
委
員
会
、
一
九
八
八
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【表 2】祭日・祭神・供物の変化形とその分布傾向

祭日 祭神 供物
11
・
8

旧
11
／
8

12
・
8

旧
12
／
8

金
山

金
屋
子

稲
荷

荒
神

天
目
一
箇
神

み
か
ん

小
豆
系

餅

岩手 1 1
宮城 12 1 1 1 7 1 2 2
秋田 1 3 1 2 1 1
福島 6 5 1 4 3 2 1
茨城 5 4 3 1 1
栃木 4 2 1 5 1 3 1 5 3 4
群馬 2 1 4 1 3 3 1
埼玉 11 11 19 6 12 8
千葉 1 3 1 1 3 2 1
東京 13 3 3 1 14 6
神奈川 4 2 4 1 2 4 2
新潟 6 1 3 1 1 1
富山 2 1 1
石川 1 12 1 1 2 1
福井 1 11 1 1 1 2
山梨 1 1
長野 2 3 2 2 1
静岡 4 7 5
三重 2 1 3 2
滋賀
京都 4 2 4 2 1
大阪 1 1 1 1
兵庫 1 1 1
奈良 1 1 3 1 1 1 1 1
和歌山 2 1 1 1
鳥取 4 8 2 10 2 5 1 1
島根 4 1 4
岡山 1
広島 5 3 6 1 2 1 3 1
山口 3 1 5 2 2 3 2 1
徳島 7 7 1 3 5 14 2 1
香川 7 10 1 1 4 3 3
愛媛 6 1 3 3 1 2 3
高知 4 3 2 1 2 2
福岡 4 3 3 2 1 2 1 3 1
佐賀 2 3 3 1 1 1
長崎 3 1 2 1 1
熊本 2 1 1 3 1
大分 3 3 1 3 2
宮崎 2 6 1 1 4 1 3



　　　ふいご祭りの伝承とその重層性について─ 47 ─
【
表
3
】
紀
伊
国
屋
文
左
衛
門
関
係
史
料

刊行年

タイトル

材木商
（大儲け）
みかん

（大儲け）
ふいご祭り
遊興
没落

利益還元
金撒き

延
享
・
寛
延
／

一
七
四
四
─一
七
五
〇

「
諸
聞
集
」

○

○
○

宝
暦
／
一
七
六
〇
頃

「
江
戸
真
砂
六
十
帖
」
○

○
○

○

安
永
八
年
／
一
七
七
九

「
俳
風
柳
多
留
」

○

○

○

寛
政
九
年
／

一
七
九
七
桐
座
初
演

「
青
楼
詞
合
鏡
」

○

文
政
元
年
刊
／
一
八
一
八

「
近
世
奇
跡
考
」

○

○
○

○

文
政
五
年
／
一
八
二
二

「
浮
か
れ
草
」

○

嘉
永
七
─慶
応
二
年
／

一
八
五
四
─六
六

「
黄
金
水
大
尽
盃
」

○

○

明
治
一
五
年
刊
／
一
八
八
二
「
本
朝
虞
初
新
誌
」

○

明
治
一
五
／
一
八
八
二

「
大
尽
舞
紀
文
実
記
」

○

明
治
一
五
年
刊
／
一
八
八
二
「
名
誉
長
者
鑑
」

○

○

○

明
治
一
九
年
／
一
八
八
六

「
名
誉
長
者
鑑
」

○

○
○

明
治
二
三
／
一
八
九
〇

「
紀
文
大
尽
名
誉
鑑
」
○

○

○
○

○

明
治
二
五
年
／
一
八
九
二

「
紀
文
大
尽
」

○

○

○

○


