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「
若
狭
風
俗
問
状
答
」
に
も
す
で
に
記
さ
れ
て

お
り
、
遠
敷
郡
地
方
で
は
。
矢
代
の
観
音
ま
つ

り
。
と
か
。
手
杵
祭
。
と
呼
ん
で
相
当
有
名
に
な

っ
て
い
る
が
、
交
通
不
便
の
磯
辺
の
村
落
で
あ
る

た
め
か
、
見
物
に
出
か
け
る
人
も
あ
ま
り
多
く
な

い
。
朝
日
新
聞
福
井
版
|
|
昭
和
十
七
年
四
月
五

日
ー
ー
に
奇
祭
殺
人
祭
の
見
出
し
で
報
道
さ
れ
た

こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
報
道
も
興
味
本
位

の
記
述
で
読
者
か
ら
は
直
ぐ
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う

程
度
だ
っ
た
が
、
村
人
達
は
こ
の
記
事
に
限
り
な

い
憤
り
を
今
も
抱
い
て
い
る
。
人
を
殺
し
て
財
宝

を
奪
っ
た
と
い
う
あ
ま
り
名
誉
で
な
い
伝
説
を
事

実
あ
っ
た
こ
と
と
し
て
信
じ
て
い
る
だ
け
に
そ
の

錦

矢
代
の
手
杵
祭

9の1

腹
立
ち
は
大
き
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
中
山
太
郎

氏
の
「
諸
国
風
俗
問
状
答
」
の
註
に
グ
乙
の
伝
説

は
後
人
の
附
会
と
し
か
考
え
ら
れ
ぬ
。
杵
舞
の
古

い
相
が
忘
れ
ら
れ
て
、
と
ん
で
も
な
い
伝
説
が
附

会
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
。
と
あ
る
が
、
矢
代
の
村

人
達
は
こ
う
し
た
解
説
の
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
ら

矢
張
り
憤
慨
す
る
だ
ろ
う
と
思
う
ほ
ど
純
な
信
仰

を
今
も
こ
の
神
事
に
つ
な
い
で
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
に
相
当
形
の
く
づ
れ
た
神
事
な
が
ら
役

者
三
人
の
扮
装
1

1
歯
架
の
葉
の
か
つ
ら
を
冠
り

顔
は
墨
で
隈
ど
っ
て
い
る
異
様
さ
に
も
古
い
信
仰

の
形
だ
け
で
も
偲
ば
れ
る
と
思
う
。
「
若
狭
風
俗

問
状
答
」
や
中
山
太
郎
氏
の
「
日
本
民
俗
学
辞

典
」
に
す
で
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
も
う

一
度
こ
う
し
た
民
俗
を
見
直
し
て
慾
し
い
と
思
う

の
で
あ
る
。

一
神
事
と
伝
説

観
音
堂
縁
起
|
|
昔
(
今
か
ら
約
千
八
百
年
前

の
乙
と
だ
っ
た
、
と
村
人
は
語
っ
て
い
る
)
わ
伶
と

ヲ，，
J

阿
納
の
沖
に
一
般
の
漂
流
船
が
流
れ
て
い
た
。
両

村
の
人
達
が
そ
れ

F
1自
分
の
方
へ
乙
の
船
を
招

き
ょ
せ
た
と
こ
ろ
、
阿
納
の
万
へ
は
行
か
ず
に
矢

代
の
浜
辺
に
流
れ
着
い
た
。
船
に
は
モ
酌
引
が
王
女

と
八
人
の
女
麗
が
乗
っ
て
お
り
、
一
体
の
観
音
像

を
護
持
し
て
い
る
ほ
か
八
人
の
女
蕗
は
頭
の
上
に

カ
ネ
ブ
ク
ロ

金
袋
を
冠
っ
て
い
た
。
村
人
達
は
そ
の
金
が
慾

し
く
な
っ
て
悪
心
を
起
し
そ
の
女
達
を
殺
し
て
し

ま
っ
た
。
恰
度
三
月
の
節
句
の
日
で
村
で
は
家
毎

に
餅
を
つ
い
て
い
た
が
そ
の
杵
で
女
達
を
叩
き
殺

し
た
の
ち
金
袋
の
財
宝
を
す
っ
か
り
奪
っ
た
。
と

と
ろ
が
間
も
な
く
村
に
悪
疫
が
流
行
り

4

出
し
た
。

祈
祷
を
し
て
も
伺
の
効
果
も
見
え
な
か
っ
た
の

で
、
村
人
達
は
唐
船
の
事
件
を
思
出
し
て
、
そ
の

亡
魂
の
崇
り
だ
、
と
い
う
乙
と
に
気
が
つ
い
た
。

そ
こ
で
王
女
の
護
持
し
て
い
た
観
音
像
を
相
ろ
う

と
い
う
こ
と
に
話
が
定
ま
っ
て
女
曹
達
が
乗
っ
て

い
た
船
材
で
お
堂
を
建
て
観
音
像
を
杷
る
と
と
も

に
王
女
を
排
天
様
と
し
て
杷
っ
た
。
観
音
堂
境
内

の
入
口
に
あ
る
小
さ
な
椅
が
そ
の
緋
天
様
だ
と
伝

え
て
い
る
司

毎
年
の
雛
の
節
句
の
日
に
は
唐
船
を
襲
撃
し
た

時
の
村
人
の
変
装
を
そ
の
ま
〉
に
今
も
村
人
達
は

歯
架
の
葉
の
か
つ
ら
を
冠
り
、
顔
を
墨
で
隈
ど

り
、
手
杵
を
持
っ
て
観
音
堂
の
前
で
女
璃
達
を
殺

す
真
似
を
し
、
グ
て
ん
し
ょ
舟
の
着
き
た
る
ぞ
福

徳
や
h
q

と
唄
う
の
で
あ
っ
て
と
れ
が
矢
代
の
手
杵

祭
の
起
源
だ
と
い
う
て
い
る
。
ー
l
「
福
井
県
の

伝
説
」
参
照
1

1

当
時
の
観
音
堂
は
三
百
年
齢
前
に
火
災
で
焼
失
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代
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杵
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し
た
の
で
、
そ
の
後
再
建
し
た
も
の
が
現
在
の
観

音
堂
と
い
う
て
お
り
、
本
尊
の
観
音
像
は
今
も
本

尊
仏
と
し
て
残
っ
て
い
る
と
い
う
。
現
在
安
置
の

仏
像
の
胴
中
に
安
置
し
て
あ
る
の
だ
そ
う
で
あ

る
。
ま
た
唐
船
漂
着
の
古
記
録
な
ど
も
三
百
年
前

の
火
事
の
時
に
焼
減
し
て
し
ま
う
た
と
も
伝
え
て

、‘ー、，内》

、，h
V
勧

J~

f
ナ

源
三
位
頼
政
の
鶴
退
治
1
1
1
矢
代
浦
は
も
と
稲

富
浦
と
い
う
た
も
の
で
源
頼
政
の
領
地
だ
っ
た
。

昔
、
天
皇
様
が
不
思
議
な
御
病
気
に
か
か
ら
れ
た

が
そ
れ
は
怪
物
が
毎
晩
現
わ
れ
御
所
を
あ
ら
し
に

来
る
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
そ
の
怪
物
退

治
の
命
令
が
頼
政
に
下
っ
た
。
或
夜
の
こ
と
、
観

音
様
が
頼
政
の
夢
枕
に
た
ち
、
グ
お
ま
え
の
領
地

の
稲
富
村
の
観
音
で
あ
る
。
怪
物
を
退
治
し
た
い

と
思
う
な
ら
願
舎
か
け
に
来
い
ん
々
と
い
う
お
告
げ

が
あ
っ
た
。
頼
政
は
七
日
七
夜
観
音
堂
に
お
能
り

し
て
祈
願
を
ζ

め
た
と
こ
ろ
。
山
鳥
の
羽
ぞ
と
っ

て
そ
れ
で
矢
羽
を
作
り
怪
物
を
射
よ
。
と
の
お
告

げ
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
早
速
稲
宮
村
の
山
中
で
山

鳥
を
捕
え
て
羽
を
と
り
、
ま
た
宮
川
村
の
竹
簸
で

矢
竹
を
と
っ
て
矢
を
作
り
目
的
奇
達
し
た
の
で
そ

ソ
ト
モ

の
お
礼
と
し
て
稲
富
村
の
一
部
と
外
面
の
方
面
吾

観
音
様
に
奉
納
し
た
。
そ
れ
以
後
稲
富
を
矢
代
と

い
う
よ
う
に
な
っ
た
し
、
矢
代
の
人
達
は
山
鳥
を

食
わ
な
い
こ
と
に
し
て
い
る
と
い
う

U

県
の
伝
説
」
よ
り
)

さ
ら
に
ま
た
怪
物
の
鶴
と
い
う
の
も
正
体
は
頼

政
の
母
親
で
自
分
の
息
子
に
手
柄
を
あ
げ
さ
せ
る

た
め
自
分
が
怪
物
と
な
り
矢
代
の
観
音
さ
ん
の
力

添
え
に
よ
っ
て
退
治
す
る
方
法
を
教
え
た
の
だ
と

村
人
達
は
伝
え
て
い
る
。
頼
政
は
最
初
矢
代
の
東

方
の
ト
ヒ
ガ
岳
に
舘
を
か
ま
え
て
い
た
の
だ
と

い
う
し
、
宮
川
村
に
は
頼
政
を
杷
っ
た
堂
が
あ

句。。
頼
政
の
伝
説
は
さ
ら
に
成
長
し
て
そ
の
息
女
二

条
院
讃
岐
姫
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
後
に
平
清
盛

の
一
議
一
言
に
よ
っ
て
讃
岐
姫
が
配
流
さ
れ
た
町
駅
貯

は
矢
代
の
東
方
約
一
里
半
、
今
で
は
同
じ
内
外
海

村
の
大
字
で
あ
る
。
不
運
を
泣
き
位
び
て
讃
岐
姫

が
詠
ん
だ
と
い
う

我
が
袖
は
潮
干
に
見
え
ぬ
沖
の
石
の
人
こ

そ
知
ら
ね
乾
く
ま
も
な
し

の
沖
の
石
は
田
烏
の
沖
あ
い
一
里
の
と
こ
ろ
に
あ

る
。
讃
岐
姫
は
こ
〉
で
死
ん
だ
と
い
わ
れ
火
葬
に

附
し
た
跡
と
い
う
場
所
も
あ
り
、
な
ぐ
さ
ま
ぬ
そ

の
霊
を
担
っ
た
釣
姫
神
社
が
田
烏
小
字
釣
姫
に
あ

る
。
ま
た
讃
岐
姫
の
住
居
跡
は
釣
姫
の
西
に
あ
っ

て
御
所
平
と
よ
び
里
人
は
今
も
女
子
が
そ
の
附
近

に
入
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
と
い
う
。

(
「
福
井

ニ
祭
に
た
ず
さ
わ
る
人

〔
一
隅
宜
〕
大
禰
宜
、
小
繭
宜
の
二
人
が
い
る
。

手
杵
祭
を
は
じ
め
、
部
落
の
す
べ
て
の
神
ま
つ
り

の
主
担
者
で
あ
り
、
大
橋
宜
の
責
任
と
権
利
は
殊

に
重
大
で
あ
る
。
当
番
制
で
、
現
在
大
禰
宜
、
小

禰
宜
い
づ
れ
も
一
年
交
替
で
あ
る
。
小
繭
宜
を
勤

め
た
者
が
大
禰
宜
に
昇
格
す
る
。
以
前
は
両
方
と

も
任
期
が
二
年
で
あ
っ
て
小
禰
宜
に
な
る
と
四
年

間
勤
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
っ
た
が
、

現
在
は
一
年
ず
つ
二
年
勤
め
て
長
老
組
に
入
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。
選
定
は
大
体
年
齢
順
で
あ

る
。
し
か
し
若
者
組
の
中
で
手
杵
祭
の
神
事
に
た

ず
さ
わ
っ
た
者
で
夫
婦
揃
っ
て
い
る
者
で
な
け
れ

ば
禰
宜
に
な
る
資
格
は
出
来
な
い
。
十
年
ぐ
ら
い

前
ま
で
は
他
部
落
か
ら
の
移
住
者
ゃ
、
養
子
は
禰

宜
に
な
れ
な
か
っ
た
。
今
で
は
こ
の
規
則
は
厳
重

で
な
く
な
っ
た
と
い
う
が
、
交
通
の
不
便
な
山
坂

数
里
を
越
え
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
片
田
舎
の
矢
代

へ
移
住
し
て
来
る
家
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
帳
屋

内
の
囲
炉
裡
の
横
座
に
は
大
禰
宜
が
坐
り
、
そ
の

左
側
に
(
女
座
か
)
小
繭
宜
が
坐
る
。
こ
の
座
席

は
相
当
厳
重
で
あ
る
。

繭
宜
の
物
忌
み
は
現
在
も
厳
し
く
守
ら
れ
て
い

る
。
祭
の
度
毎
に
着
る
装
束
や
手
杵
祭
の
役
者
三

人
の
装
束
l
i
l
黒
の
素
砲
で
袖
に
二
本
の
松
葉
ち
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が
い
の
紋
、
背
な
か
に
葵
の
紋
が
あ
る
i
|
も
禰

宜
二
人
が
麻
を
培
っ
て
自
分
の
手
で
晒
し
織
っ
て

染
め
、
作
る
の
だ
と
い
う
。
(
訊
き
た
だ
さ
な
か

っ
た
け
れ
ど
、
装
束
は
代
々
の
繭
宜
が
作
る
の
で

な
く
使
用
に
堪
え
な
く
な
っ
た
時
作
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
)
こ
の
ほ
か
禰
宜
は
自
分
の

家
の
煤
さ
え
払
う
こ
と
が
出
来
な
い
と
さ
れ
、
肥

に
触
れ
る
乙
と
は
当
然
忌
ん
で
い
る
。
一
元
旦
の
行

事
で
あ
る
「
弓
矢
神
事
」
を
行
う
前
、
即
ち
午
前

四
時
ご
ろ
の
夜
の
ひ
き
あ
げ
に
社
の
前
の
谷
川
で

水
垢
離
を
と
っ
て
か
ら
炉
に
あ
た
た
ま
つ
て
の
ち

装
束
を
つ
け
る
。
装
束
を
着
て
し
ま
う
と
便
所
へ

は
絶
体
に
行
く
こ
と
が
出
来
な
い
。

繭
宜
の
勤
め
は
神
社
の
建
物
の
掃
除
、
境
内
の

掃
除
、
冬
に
は
除
雪
作
業
を
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
若
し
神
社
の
建
物
が
雪
の
た
め
に
倒
壊
す
る

と
村
に
は
非
常
な
災
害
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
、
繭

宜
の
責
任
に
な
る
。
村
に
災
害
が
あ
っ
た
り
、
そ

の
他
災
害
が
起
る
と
繭
宜
の
信
仰
心
が
足
ら
ぬ
か

ら
だ
と
村
人
か
ら
非
難
さ
れ
る
し
、
そ
れ
だ
け
に

禰
宜
の
物
忌
み
は
厳
重
に
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

の
で
あ
っ
て
荷
も
繭
宜
の
物
忌
み
や
勤
め
に
つ
い

て
村
人
達
の
非
難
を
う
け
る
こ
と
は
。
死
ぬ
以
上

に
つ
ら
い
2

と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
祭
々
に
よ

っ
て
幕
を
張
っ
た
り
、
注
連
縄
を
飾
っ
た
り
、
神

錦

矢
代
の
手
杵
祭

殿
の
扉
を
あ
げ
た
り
、
祭
に
必
要
な
も
の
は
一
切

繭
宜
が
作
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
手
杵
祭
に
使

わ
れ
る
歯
架
の
葉
の
か
つ
ら
や
揮
の
縄
な
ど
全
部

禰
宜
の
手
で
作
る
。

〔
手
杵
祭
に
参
与
す
る
者
〕

〈
〉
役
者
|
|
手
杵
棒
振
り
一
人
、
弓
矢
持
ち
二
人

で
こ
れ
を
三
役
と
も
い
う
て
い
る
。
村
の
中
老
組

か
ら
選
定
、
毎
年
元
日
の
神
事
の
日
に
人
選
す

る
。
服
装
は
歯
采
の
葉
三
枚
合
せ
の
か
つ
ら
を
冠

り
、
鼻
の
下
の
ヒ
ゲ
と
眉
と
頬
と
を
墨
で
え
ど
っ

て
お
り
、
恰
度
歌
舞
伎
十
八
番
の
「
暫
」
の
隈
ど

り
に
似
て
い
る
。
黒
の
素
砲
を
着
し
手
杵
棒
振
り

だ
け
が
所
作
を
行
う
時
裕
の
股
だ
ち
を
あ
げ
て
い

る
。
手
杵
は
二
尺
五
寸
ぐ
ら
い
の
長
さ
の
手
杵
で

か
な
り
の
自
万
が
あ
る
。
何
の
木
で
作
つ
で
あ
る

の
か
、
大
工
に
訊
ね
て
も
訣
ら
な
い
と
村
人
が
説

明
し
て
く
れ
た
。
こ
れ
も
や
は
り
そ
の
昔
の
唐
船

の
材
で
作
っ
た
の
だ
と
も
語
っ
て
い
る
。
弓
矢
は

カ
ブ
ラ
矢
と
サ
ス
マ
タ
矢
の
二
本
、
ど
ち
ら
も
六

尺
ぐ
ら
い
の
長
さ
で
木
で
作
つ
で
あ
る
。
役
者
は

こ
れ
を
右
脇
に
か
か
え
ζ

む
よ
う
に
し
て
持
つ
。

な
お
こ
の
矢
は
頼
政
の
鵡
退
治
の
時
観
音
の
お
告

げ
に
よ
っ
て
作
っ
た
の
に
因
む
と
伝
え
て
い
る
。

足
も
草
履
も
は
か
ず
足
袋
は
だ
し
の
ま
h

で
所
作

を
行
う
。

。
唐
船
丸
昇
、
き
1
1
4
唐
船
丸
は
ト
ウ
セ
ン
マ
ル
と

ケ

'

訓
む
。
長
さ
一
間
ぐ
ら
い
、
幅
二
尺
ほ
ど
の
木
の

小
船
で
赤
や
黄
色
の
旗
を
幾
本
と
な
く
船
の
中
に

立
て
る
。
「
唐
船
丸
」
と
記
し
た
も
の
、
「
奉
納

子
安
観
音
」
と
記
し
た
織
も
あ
る
。
船
を
昇
く
も

の
は
若
者
六
人
で
梓
を
着
用
、
草
履
は
は
か
ず
、

耽
足
の
ま
ま
で
行
列
に
従
う
。
若
者
の
中
で
も

年
か
さ
の
者
が
こ
の
役
に
な
る
。
船
は
昇
く
と
い

う
よ
り
、
提
げ
る
と
い
う
た
万
が
適
切
で
、
三
人

エ
ン

ず
つ
船
の
両
側
に
立
ち
、
布
切
を
船
の
縁
に
巻
い

て
そ
の
布
切
を
提
げ
て
い
る
。

。
女
胸
|
|
五
歳
ぐ
ら
い
か
ら
十
四
五
歳
ぐ
ら
い

ま
で
の
被
れ
の
な
い
少
女
を
選
ぶ
。
大
禰
宜
の
妻

が
少
女
の
家
へ
今
年
の
女
臓
を
勤
め
て
く
れ
と
頼

み
に
行
く
。
こ
れ
も
大
体
順
番
で
今
年
は
あ
の
家

の
娘
と
い
う
や
う
に
定
め
て
い
る
。
矢
代
は
二
十

戸
の
部
落
だ
か
ら
八
人
の
少
女
を
選
定
す
る
の
に

紛
争
は
起
ら
ず
、
観
音
信
仰
も
あ
っ
い
の
で
問
題

な
く
人
選
さ
れ
る
ら
し
い
。
女
藤
の
服
装
は
振
袖
、

頭
に
は
大
黒
頭
巾
の
よ
う
な
金
袋
を
か
ぶ
る
。
金

袋
は
た
て
に
赤
と
自
に
斑
に
染
め
た
も
の
。
こ
れ

は
唐
船
の
女
鵡
の
姿
に
形
ど
っ
た
も
の
で
、
金
袋

も
唐
船
の
女
薦
が
頭
に
戴
い
て
い
た
の
に
な
ぞ
ら

え
で
あ
る
の
だ
と
い
う
。

。
大
太
鼓
打
ち
|
|
前
後
か
ら
大
太
鼓
を
昇
ぎ
、
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太
鼓
訂
ち
は
横
か
ら
打
ち
な
が
ら
進
行
す
る
。
太

鼓
打
ち
は
若
者
中
の
最
年
少
者
で
あ
る
。
ジ
ン
ク

が
始
ま
る
前
に
持
の
主
を
は
ず
し
て
赤
の
太
棒
を

十
文
字
に
か
け
太
鼓
を
打
ち
な
ら
す
。

。
笹
持
ち
|
|
国
民
学
校
の
児
童
(
男
子
)
が
勤

め
る
。

〈
〉
若
者
!
?
神
事
に
た
ず
さ
わ
る
若
者
は
全
部
戸

主
の
若
者
(
長
男
の
意
味
か
)
が
勤
め
る
定
め
で

あ
る
。

三
神
事
の
順
序

。
毎
年
旧
暦
三
月
三
日
に
行
う
て
い
た
が
昭
和
十

八
年
か
ら
新
暦
に
あ
ら
た
め
一
ヶ
月
遅
れ
の
四
月

三
日
に
定
め
て
い
る
。

。
祭
の
準
備
|
|
大
禰
宜
、
小
繭
宜
が
す
べ
て
を

支
配
し
て
い
る
。
前
の
月
の
晦
日
か
ら
始
め
る
。

神
事
に
参
加
す
る
者
全
部
が
部
落
の
氏
神
社
(
加

茂
社
)
の
帳
屋
に
集
ま
っ
て
ジ
ン
ク
の
稽
古
を
行

う
。
乙
れ
を
ナ
ラ
シ
と
い
う
て
い
る
。

。
エ
マ
ツ
リ
|
|
神
事
の
前
日
を
エ
マ
ツ
リ
と
い

う
て
い
る
。
現
在
の
村
人
の
考
え
方
で
は
ζ

の
白

か
ら
神
事
に
入
る
と
し
て
お
り
、
ナ
ラ
シ
の
始
ま

る
日
か
ら
祭
に
入
る
と
は
思
っ
て
い
な
い
ら
し

い
。
乙
の
自
の
午
前
中
に
禰
宜
二
人
は
帳
屋
に
つ

め
か
け
、
大
禰
宜
は
神
殿
、
拝
殿
の
掃
除
を
し
、

小
禰
宜
は
歯
架
の
葉
の
か
つ
ら
や
注
連
縄
を
つ
く

る
。
午
後
に
な
る
と
大
繭
宜
は
羽
織
袴
で
部
落
の

墓
地
に
あ
る
チ
ン
ジ
さ
ん
(
鎮
守
様
か
)
に
参
拝
し

お
燈
明
を
あ
げ
て
来
る
。
村
の
浜
辺
か
ら
小
舟
に

乗
っ
て
行
く
が
お
供
と
し
て
神
事
に
参
加
す
る
若

者
二
人
(
数
年
前
ま
で
は
四
人
だ
っ
た
が
戦
争
の

た
め
若
者
達
が
応
召
し
た
の
で
二
人
に
減
ら
し

H
J
 

た
)
が
櫓
と
擢
を
操
つ
る
。
若
者
の
服
装
は
衰
の
仕

事
衣
で
あ
る
。
お
燈
明
を
あ
げ
て
帰
っ
て
来
る
と

供
の
若
者
は
直
ち
に
家
へ
帰
っ
て
羽
織
祷
に
着
か

え
て
来
て
浜
辺
に
立
っ
て
グ
神
事
に
あ
が
ら
っ
し

ゃ
い
。
と
二
声
か
三
声
、
大
声
で
村
中
へ
聞
え
る

よ
う
に
叫
ぶ
。

ζ

の
声
を
聞
く
と
里
の
人
達
は
観

音
堂
の
石
段
を
あ
が
っ
た
片
脇
の
小
禍
|
|
天
神

様
と
排
天
様
の
ニ
つ
の
禍
が
あ
る
。
椎
の
巨
木
の

根
元
に
お
か
れ
で
あ
る
。
ー
ー
の
前
に
集
っ
て
来

る。

ζ
-
h
で
先
ず
お
神
酒
三
献
を
ま
わ
す
盃
事
が

行
わ
れ
る
。
乙
れ
が
終
る
と
区
長
か
ら
翌
日
の
神

事
の
役
割
を
い
い
渡
す
が
、
こ
れ
は
形
式
だ
け
で

あ
っ
て
役
割
は
す
で
に
正
月
の
神
事
の
時
に
定
ま

っ
て
い
る
。
役
割
を
い
い
渡
さ
れ
た
者
は
。
し
っ

か
り
勤
め
ま
す
グ
と
誓
っ
て
こ
の
日
の
神
事
を
終

る
。
な
お
乙
の
日
の
盃
事
と
祭
当
日
の
盃
事
の
際

に
お
神
酒
を
つ
い
で
ま
わ
る
の
は
墓
地
の
チ
ン
ジ

様
に
お
燈
明
を
あ
げ
に
行
っ
た
若
者
が
勤
め
る
。

ま
た
エ
マ
ツ
リ
の
日
に
は
す
で
に
近
在
の
人
達
が

見
に
来
る
の
で
ひ
ン
タ
の
ナ
ラ
シ
は
行
わ
な
い
o

u
ン
ク
の
文
句
は
他
所
の
人
々
に
知
っ
て
し
ま
わ

れ
る
と
霊
力
を
失
っ
て
し
ま
う
と
信
じ
ら
れ
て
い

る
。
里
人
が
抱
い
て
い
る
ジ
ン
ク
の
神
秘
を
護
ろ

う
と
す
る
意
志
や
信
何
は
現
在
も
極
め
て
固
い
よ

う
で
あ
る
。

〈
〉
祭
の
日
の
神
事
1

l
こ
の
祭
は
ど
ん
な
こ
と
が

あ
っ
て
も
午
前
中
に
終
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
さ
れ
て

い
る
。
普
通
は
朝
の
八
時
ご
ろ
に
は
始
め
ら
れ

る
。
先
ず
観
音
堂
で
和
尚
(
矢
代
の
観
音
堂
は
遠

敷
村
金
屋
真
言
宗
万
徳
寺
の
所
管
に
な
っ
て
い

る
)
を
中
央
に
し
て
八
人
の
女
璃
を
除
い
た
神
役

全
部
が
座
席
に
つ
き
、
盃
を
三
献
ま
わ
す
。
肴
は

ζ

の
日
の
御
供
グ
へ
ラ
藻
の
味
噌
あ
え
h
q

で
あ

る
。
こ
れ
が
終
る
と
僧
侶
は
帰
っ
て
し
ま
い
、
神

役
一
同
は
氏
神
社
の
帳
屋
へ
移
る
。
観
音
堂
と
氏

神
加
茂
社
と
は
小
さ
な
谷
を
隔
て
た
向
い
合
せ
の

位
置
で
ほ
ん
の
目
と
鼻
の
聞
と
い
う
近
き
で
あ

る。
帳
屋
で
も
盃
を
三
献
ま
わ
す
。
座
席
は
床
の
万

に
向
っ
て
右
が
大
禰
宜
、
小
繭
宜
。
左
側
に
区

長
。
神
役
の
人
達
は
小
繭
宜
の
下
座
か
ら
鍵
の
手

に
な
っ
て
坐
り
、
す
で
に
禰
宜
を
勤
め
た
長
老
達

が
区
長
の
下
座
に
つ
ず
い
て
座
席
を
と
る
。
こ
〉

で
の
盃
が
終
る
と
大
繭
宜
か
ら
こ
の
日
の
役
割
を

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）



5 

正
式
に
指
名
す
る
。
こ
う
し
て
い
る
聞
に
神
職
の

祭
典
が
行
わ
れ
る
。
神
職
は
兼
務
で
他
の
村
か
ら

来
る
。
村
の
若
者
が
船
で
迎
え
に
行
く
習
わ
し
で

お
る
。
神
僕
は
青
物
、
小
鯛
、
鵠
、
一
升
ど
り
の

二
個
の
鏡
餅
、
昆
布
、
籾
、
塩
で
大
禰
宜
が
手
長

の
役
を
勤
め
神
職
に
渡
し
て
神
前
に
供
え
る
。

帳
屋
の
万
で
は
一
切
の
準
備
が
と
〉
の
う
と
祭

典
中
で
あ
っ
て
も
太
鼓
を
打
ち
な
ら
ず
。
大
太
鼓

が
怠
る
と
た
と
い
神
職
が
祝
調
奏
上
中
で
あ
っ
て

も
、
祭
典
を
中
止
し
て
大
禰
宜
、
小
禰
宜
、
区

長
、
長
老
ら
は
拝
殿
か
ら
帳
屋
へ
戻
っ
て
来
る
。

大
太
鼓
の
機
子
で
音
頭
と
り
が
ひ
ン
ク
を
う
た
い

出
す
。
一
句
一
句
を
う
た
っ
て
一
聞
が
そ
れ
に
つ

づ
け
て
斉
唱
す
る
。
こ
の
ジ
ン
ク
の
う
た
芦
に
合

せ
て
役
者
三
人
の
扮
装
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

帳
屋
内
で
は
一
同
が
総
主
ち
で
ジ
ン
ク
を
う
た

う
。
唐
船
丸
昇
、
き
の
若
者
は
ジ
ン
ク
に
合
せ
な
が

ら
所
持
の
布
切
を
船
の
縁
に
と
り
つ
け
て
周
囲
か

ら
そ
の
布
切
を
ひ
き
つ
け
る
よ
う
に
ひ
っ
ぱ
り
つ

つ
少
し
ず
つ
船
を
ゆ
り
動
か
せ
て
船
の
位
置
を
少

し
ず
つ
、
移
動
さ
せ
る
。
そ
の
音
の
唐
船
漂
着
の

さ
ま
を
か
た
ど
っ
て
い
る
ら
し
い
。
役
者
三
人
の

隈
ど
り
は
塁
で
鼻
の
下
の
ヒ
ゲ
と
眉
と
頬
を
え
ど

る
。
恰
度
歌
舞
伎
十
八
番
の
暫
の
隈
ど
り
に
似
て

い
る
こ
と
は
す
で
に
記
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
隈

錦

矢
代
の
手
杵
祭

ど
り
が
終
っ
て
歯
采
の
か
つ
ら
を
頭
に
冠
り
、
縄

で
十
文
字
に
棒
か
け
を
す
る
。
女
璃
役
の
少
女
人

人
も
赤
白
班
の
金
袋
巻
頭
に
戴
く
。
こ
れ
ら
の
扮

装
を
し
て
い
る
聞
は
太
鼓
の
機
子
で
ジ
ン
ク
を
う

た
い
つ

Y
け
、
扮
装
を
し
て
い
る
聞
は
太
鼓
の
磯

子
で
ジ
ン
ク
を
う
た
い
つ

Y
け
、
扮
装
が
終
る
と

直
ち
に
ジ
ン
ク
を
や
め
て
し
ま
う
。
こ
れ
か
ら
芸

能
が
始
め
ら
れ
る
。

〈
〉
神
事
芸
能
1

i
矢
代
の
手
杵
祭
は
、
現
在
で
は

も
う
完
全
な
芸
能
と
は
い
え
な
い
程
単
純
な
も
の

に
な
っ
て
い
る
o

以
前
は
も
っ
と
複
雑
な
も
の
で

あ
っ
た
ら
し
く
、
「
ト
ウ
セ
ン
丸
し
を
中
心
に

つ
唐
船
の
着
き
た
る
ぞ
、
福
徳
ぞ
、
幸
ぞ
」
と
唄

い
な
が
ら
踊
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

ま
づ
主
役
の
手
杵
棒
振
り
が
手
杵
を
持
っ
て
帳

屋
を
出
る
と
、
つ

Y

い
て
弓
矢
持
ち
二
人
が
出
て

来
る
b

こ
の
あ
と
に
唐
船
丸
|
|
若
者
六
人
が
梓

を
つ
け
て
両
側
か
ら
さ
げ
な
が
ら
持
っ
て
歩
く

-
|
|
入
人
の
女
繭
、
大
太
鼓
、
笹
持
ち
の
順
番
で

帳
屋
を
出
る
。
全
部
の
神
役
が
帳
屋
を
出
る
と
手

杵
棒
振
り
を
先
登
に
し
て
拝
殿
に
向
い
左
側
か
ら

神
殿
の
石
段
を
登
り
、
同
じ
く
左
側
か
ら
神
殿
の

後
方
に
入
っ
て
行
列
は
暫
く
止
る
o

手
杵
棒
振
り

一
人
が
神
殿
の
右
側
か
ら
現
わ
れ
、
石
段
を
下
り

石
段
の
右
側
で
立
止
っ
て
左
足
片
方
を
石
段
の
最

下
段
に
か
け
な
が
ら
帳
屋
の
万
へ
上
半
身
を
む
け

手
杵
の
片
端
を
両
手
で
持
ち
、
左
一
肩
上
に
か
ま
え

る
。
(
ち
ょ
っ
と
野
球
の
打
者
の
構
え
に
似
て
い

る
)
こ
の
身
振
り
で
二
三
分
間
、
見
物
の
万
を
脱

b
よ
う
な
形
ぞ
す
る
。
つ

Y
い
て
手
杵
を
左
一
周
に

か
、
ざ
し
た
ま
h
仮
屋
の
前
に
立
ち
な
ら
ぶ
見
物
人

す
れ

/
Lに
走
り
出
し
拝
殿
の
真
正
面
ま
で
走
っ

て
拝
殿
の
階
段
ま
で
進
み
そ
こ
で
止
る
。
拝
殿
の

正
面
で
は
、
拝
殿
階
段
の
左
側
(
向
っ
て
)
に
立

っ
て
右
手
で
子
杵
を
前
に
突
立
て
る
。
こ
の
時
は

力
ま
か
せ
に
し
て
地
面
に
突
立
て
る
。
左
足
を
膝

を
曲
げ
た
ま
〉
あ
げ
力
士
が
四
股
を
ふ
む
よ
う
に

力
足
を
踏
み
、
つ

Y
い
て
右
足
で
も
力
足
を
踏

hu
。
さ
ら
に
拝
殿
階
段
の
右
側
で
も
左
足
、
右
足

で
力
足
を
踏
み
、
拝
殿
の
真
正
面
に
立
つ
で
も
う

一
度
左
右
両
足
で
力
足
を
踏
む
。
拝
殿
正
面
で
の

力
足
を
踏
み
終
る
と
両
足
を
ひ
ろ
げ
た
ま
〉
手
杵

を
横
に
し
両
手
で
頭
上
に
さ
し
あ
げ
軽
く
前
万
べ

手
杵
を
投
げ
る
。
左
足
か
ら
三
足
半
前
に
進
ん
で

左
手
で
ゆ
る
や
か
に
手
杵
を
拾
い
地
面
に
突
立
て

手
杵
の
頂
上
を
左
の
掌
で
押
え
る
。
つ

Y

い
て
左

手
の
上
へ
右
手
を
重
ね
、
左
手
を
抜
き
、
右
手
の

上
へ
左
手
を
の
せ
右
手
を
抜
き
、
左
手
の
上
に
重

ね
再
び
左
手
を
抜
き
さ
ら
に
左
手
を
右
手
の
上
に

重
ね
て
か
ら
静
か
に
神
殿
に
向
つ
で
拝
礼
す
る
。
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拝
礼
が
終
る
と
手
杵
棒
振
り
は
拝
段
の
左
側
か
ら

神
殿
の
後
方
へ
退
場
す
る
が
そ
れ
ま
で
は
弓
矢
持

ち
以
下
の
行
列
は
神
殿
後
方
で
待
っ
て
い
る
。
手

杵
棒
振
り
が
退
場
す
る
と
弓
矢
持
ち
二
人
が
拝
殿

の
正
面
に
出
場
し
、
一
間
ほ
ど
間
隔
を
お
い
て
両

万
か
ら
礼
を
交
し
た
の
ち
サ
ス
マ
タ
の
矢
と
カ
ブ

ラ
矢
の
先
を
地
面
の
上
で
触
れ
合
す
。
矢
の
先
の

合
う
地
点
は
恰
度
神
殿
の
中
央
、
正
中
に
あ
た
っ

て
い
る
。
カ
ブ
ラ
矢
が
拝
殿
に
向
っ
て
左
側
、
サ

ス
マ
タ
矢
が
右
側
で
あ
る
。
矢
の
先
を
触
れ
合
す

と
弓
矢
持
ち
が
退
場
し
、
唐
船
丸
、
女
繭
、
太

鼓
、
笹
持
ち
の
順
で
行
列
が
進
行
を
始
め
る
。
乙

の
時
太
鼓
は
ゆ
る
や
か
に
ド
ン
ド
ン
ド
ン
と
な
ら

し
な
が
ら
進
行
す
る
。
行
列
が
大
体
一
周
し
終
っ

た
頃
に
再
び
手
杵
棒
振
り
が
神
殿
の
右
側
か
ら
現

わ
れ
、
石
段
右
側
の
最
下
段
に
左
足
を
か
け
て
手

杵
を
左
一
屑
に
ふ
り
か
ぶ
る
。
そ
し
て
前
回
と
同
じ

所
作
を
行
う
が
全
部
で
三
回
行
わ
れ
る
。
弓
矢
持

ち
以
下
の
行
動
も
前
と
同
じ
こ
と
を
繰
返
す
。
三

回
目
が
終
る
と
手
杵
棒
振
り
は
神
殿
の
石
段
を
登

ら
ず
に
帳
屋
の
前
を
静
か
に
歩
み
、
境
内
の
入

口
、
参
道
へ
下
る
石
段
の
上
に
立
っ
て
拝
殿
正
面

で
行
っ
た
所
作
を
行
い
、
参
道
を
下
っ
て
行
く
。

そ
の
聞
に
拝
殿
正
面
で
は
弓
矢
持
ち
が
所
作
を
行

っ
て
手
杵
棒
振
り
の
あ
と
を
追
い
参
道
石
段
上
で

や
は
り
所
作
を
行
つ
て
の
ち
手
杵
棒
振
り
、
カ
ブ

ラ
矢
、
サ
ス
マ
タ
矢
の
順
番
で
参
道
を
静
か
に
歩

み
、
参
道
一
ノ
鳥
居
(
観
音
堂
へ
登
る
石
段
は
一

ノ
鳥
居
の
と
こ
ろ
に
築
い
て
あ
る
)
を
出
て
観
音

堂
へ
登
る
石
段
下
で
所
作
を
行
う
。
弓
矢
持
ち
以

下
の
行
列
が
こ
れ
に
つ

Y
く
。
こ
う
し
て
観
音
堂

の
石
段
を
登
っ
た
と
こ
ろ
で
も
所
作
を
行
い
観
音

堂
の
左
か
ら
堂
の
後
万
へ
入
る
。
行
列
が
全
部
堂

の
後
方
へ
入
る
と
、
こ
守
、
で
も
堂
の
右
側
か
ら
手

杵
棒
振
り
、
弓
矢
持
ち
が
堂
の
正
面
で
加
茂
社
の

如
く
三
回
所
作
を
行
う
。
所
作
一
回
毎
に
唐
船

丸
、
女
璃
、
大
太
鼓
、
笹
持
ち
の
行
列
が
太
鼓
を

な
ら
し
な
が
ら
前
と
同
じ
く
行
進
す
る
。
観
音
堂

の
所
作
が
終
る
と
一
同
帳
屋
に
ひ
き
あ
げ
芸
能
を

終
る
。

。
会
食

|
1帳
屋
へ
引
揚
げ
る
と
、
こ
〉
で
扮
装

を
解
い
て
会
食
す
る
。
献
立
は
定
ま
っ
て
お
ら

ず
、
皆
の
持
寄
り
で
あ
り
、
お
神
酒
を
祝
う
が
盃

の
肴
は
や
は
り
グ
ヘ
ラ
藻
の
味
噌
あ
え
グ
で
あ

る
。
な
お
神
事
の
費
用
は
部
落
の
負
担
と
な
っ
て

、・、
J
O

'u・3
へ

四
，
ジ
ン
ク

ジ
ン
ク
は
神
句
と
書
く
の
か
、
甚
句
と
書
く
の

か
訣
ら
な
い
。
す
で
に
記
し
た
通
り
他
の
部
落
ヘ

ジ
ン
ク
の
文
句
の
鵠
れ
る
こ
と
を
非
常
に
嫌
っ
て

い
る
。
こ
の
ジ
ン
ク
が
完
全
に
唄
え
る
こ
と
は
部

落
の
人
聞
に
な
り
き
る
と
い
う
こ
と
ら
し
い
。

若
者
達
の
ジ
ン
ク
の
稽
古
は
神
社
の
帳
屋
で
行

う
が
、
長
老
組
や
経
験
者
が
指
導
に
あ
た
る
。
前

月
(
三
月
)
の
三
十
日
か
ら
ナ
ラ
シ
が
始
ま
る
が

夜
の
八
時
ご
ろ
か
ら
十
二
時
ご
ろ
ま
で
か
〉
っ
て

r
汀
う
。以

上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
ジ
ン
ク
の
文
句
告
知

る
乙
と
は
困
難
だ
が
、
特
別
の
好
意
で
小
禰
宜
の

薮
本
浅
吉
さ
ん
が
う
た
っ
て
く
れ
た
の
を
ノ

1
ト

に
控
え
た
が
薮
本
さ
ん
は
グ
音
は
こ
の
祭
(
手
杵

祭
の
こ
と
)
に
だ
け
で
も
酒
ニ
斗
ほ
ど
を
使
っ

た
。
ジ
ン
ク
は
酒
を
飲
ん
だ
元
気
と
祭
の
時
で
な

い
と
ど
う
も
調
子
が
出
て
来
な
い
も
の
だ
。
今
で

は
酒
も
な
い
し
、
.
祭
も
簡
略
に
な
っ
て
寂
し
う
な

っ
た
。
ん
w

と
話
し
な
が
ら
小
声
で
う
た
っ
て
呉
れ

た
が
や
は
り
調
子
が
出
な
い
の
か
、
ち
ょ
い
/
¥

ゆ
き
ず
ま
っ
て
い
た
。

ζ

れ
が
完
全
な
採
取
だ
と

は
思
え
な
い
が
参
考
の
た
め
に
記
し
て
お
く
。
な

お
音
頭
と
し
て
あ
る
の
は
音
頭
と
り
が
う
た
う
文

句
、
音
頭
に
つ
Y

け
て
全
員
が
う
た
う
詞
を
ツ
ケ

(
附
)
と
い
う
て
い
る
の
で
附
と
し
て
お
い
た
。

(
音
頭
)

エ
l

エ
l

ハ
ン
ハ
ン

ハヤ
ンン

エフ

J J 
ア
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(
附
)

ヤ

ン

ハ

{

ア

ア

シ

ラ

メ

タ

リ

ヤ

i

ハ
ン
ハ

l

ハ
ハ
ン
エ

1

(
音
頭
)

エ

!

エ

イ

ヤ

ン

ラ

l
ア

ハ

ン

ハ

ハ

ハ

ン

エ

l

ハ
ハ
ン
ハ
ハ
コ
レ
ハ
タ
イ
セ
ン

ハ

ン

ハ

ハ

ン

エ

l

(
附
)

ヤ

サ

コ

サ

ハ

ヨ

i
イ
ヤ
ナ

i

(
音
頭
)

ワ
カ
イ
シ
ユ
サ

i
マ
l
ガ
ー
タ
ー

ヘ

ウ

シ

ソ

ロ

イ

テ

(
附
)

¥

ノ

¥B
'

l

 

ノ

:

ノ

ヨ
J

・L
4

コ

コ二

タ
!
ノ
ミ
マ

l
ス

、7

シ
タ

i
カ
ヨ

1

ヨ
イ
ト
コ
ナ
!

、
、
、
、

(
註
)
以
上
さ
い
れ
い
の
歌
と
い
う
。
こ
れ
か
ら
以

後
の
文
句
が
ジ
ン
ク
で
、
役
者
の
扮
装
は
ジ
ン
ク
が

始
ま
っ
て
か
ら
か
か
る
。

(
音
頭
)

コ
l
イ、ガ

i

ナ
l
ク
l
ト

モ

チ

ト

ウ

タ

ヒ

マ

セ

ウ

ア

l
ト

ノ

ツ

ケ

ゴ

エ

シ

カ

リ

ト

ケ
〆
ノ
ム

(
声
が
な
く
と
も
ち
と
う
た
い
ま
し
ょ
う
。
あ

と
の
附
声
し
か
り
と
頼
む
)

錦

矢
代
の
手
杵
祭

(
註
)
乙
れ
以
後
一
節
づ
っ
音
頭
に
つ
い
て
附
句
が

F

った
F

っ。

コ

ン

ド

ナ

ガ

サ

キ

エ

ピ

ヤ

ノ

ジ

ン

ク

オ
ヤ
j

ダ
イ
カ
ラ
コ
マ
モ
ノ
ウ
リ
デ

l

(
今
度
長
崎
エ
ピ
ヤ
の
ジ
ン
ク
、
親
の
代
か
ら

小
間
物
売
り
で
)

イ

マ

ハ

コ

マ

モ

ノ

ウ

リ

ヤ

ヲ

ヤ

メ

テ

オ

ウ

サ

カ

ガ

ヨ

ヒ

ノ

フ

ナ

ノ

リ

ハ

ジ

メ

(
今
は
小
間
物
売
屋
を
や
め
て
、
大
阪
通
い
の

船
乗
り
は
じ
め
)

ソ

ノ

ヤ

ナ

カ

ニ

ハ

ナ

ニ

ナ

ニ

ツ

ム

ゾ

シ

マ
ヤ
モ
〆
ン
ヲ
シ
タ
ニ
ト
ツ
ン
テ

(
そ
の
や
中
に
は
何
々
積
む
ぞ
。
縞
や
木
綿
守

下
荷
と
積
ん
で
)

ア

ヤ

ヤ

ニ

シ

キ

ヲ

ナ

カ

ニ

ト

ツ

ン

デ

ヨ

ロ

フ
コ
マ
モ
ノ
ウ
ハ
ニ
ト
ツ
ン
デ
サ

i
サ
ユ
キ

マ
セ
ウ
オ
ウ
サ
カ
ノ
ハ
マ
へ

(
綾
や
錦
を
中
荷
と
積
ん
で
、
蔦
小
間
物
上
荷

と
積
ん
で
、
さ
あ
さ
行
き
ま
し
ょ
う
大
阪
の
浜

へ)(
註
)
こ
の
あ
と
の
文
句
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
、

薮
本
さ
ん
は
こ
の
辺
ま
で
来
る
と
役
者
の
扮
装
も
出

来
上
る
と
い
う
て
い
る
。
仮
名
書
き
の
あ
と
の
括
孤

内
の
漢
字
ま
じ
り
の
文
句
は
筆
者
の
判
断
で
あ
っ

て
、
仮
名
の
ま
h
点
を
附
し
た
の
は
意
味
の
理
会
出

来
な
い
も
の
。

五

そ

の

他

〈
〉
あ
ま
り
名
誉
で
も
な
い
こ
の
手
杵
祭
の
由
来
説

話
を
実
際
に
あ
っ
た
乙
と
と
信
じ
て
い
る
。
こ
の

採
集
に
い
ろ
/
¥
説
明
し
て
下
さ
っ
た
小
禰
宜
の

薮
本
さ
ん
(
こ
の
採
集
当
時
の
小
禰
宜
で
あ
る
)
も

グ
乙
ん
な
こ
と
を
い
う
た
ら
貴
万
が
た
は
お
か
し

く
思
う
か
も
知
れ
な
い
が
、
わ
し
ら
は
唐
船
の
女

摘
を
殺
し
て
宝
を
奪
っ
た
こ
と
は
本
当
に
こ
の
村

の
先
祖
ら
が
や
っ
た
こ
と
だ
と
思
う
て
い
る
。
ん
々

と
一
諮
っ
て
い
た
。

「
若
狭
風
俗
問
状
答
」
に
は

「
村
の
者
ど
も
い
ひ
合
せ
杵
に
て
う
ち
こ
ろ

し
、
船
中
の
宝
財
を
奪
取
し
た
が
そ
の
後
村
中

大
に
疫
癌
流
行
し
、
村
民
大
半
死
亡
せ
し
故
、

そ
の
女
の
霊
を
観
音
と
崇
め
慨
悔
の
為
其
様
を

成
せ
し
か
ば
疫
痛
止
み
し
と
ぞ
、
そ
の
後
先
祖

の
悪
行
を
真
似
び
て
祭
と
す
る
を
恥
て
や
め
し

か
ば
疫
痛
ま
た
大
に
行
は
れ
け
る
故
、
再
び
祭

を
な
す
事
元
の
如
し
、
此
祭
を
民
俗
手
杵
祭
と

い
ふ
[
」

と
記
し
て
い
る
。
先
祖
の
行
為
を
恥
じ
て
祭
を
や

め
る
と
再
び
悪
疫
が
流
行
っ
た
の
で
祭
を
復
興
し

た
と
い
う
の
で
あ
る
。
村
人
か
ら
は
そ
ん
な
話
も

聞
か
な
か
っ
た
。
考
え
て
み
る
と
、
一
度
や
め
た
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祭
を
再
び
行
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
あ
ま

り
に
説
明
く
さ
い
よ
う
な
気
も
寸
る
。
と
も
か
く

今
も
村
人
達
は
こ
の
伝
説
を
本
当
に
あ
っ
た
こ
と

と
信
じ
て
い
る
。

。
手
杵
祭
と
い
う
名
称
は
「
若
狭
風
俗
問
状
答
」

に
も
記
し
て
い
る
か
ら
矢
代
附
近
の
村
々
で
は
早

く
か
ら
「
手
杵
祭
」
と
い
う
て
い
た
か
も
知
れ
な

い
。
し
か
し
現
在
の
と
こ
ろ
、
近
郷
の
人
達
も

「
観
音
さ
ん
の
祭
」
と
い
う
人
が
多
く
、
矢
代
で

は
「
雛
ま
つ
り
」
と
称
し
て
い
る
。
こ
の
記
録
で

は
「
手
杵
祭
」
と
い
う
の
が
一
番
ふ
さ
わ
し
く
思

わ
れ
る
の
で
使
用
し
た
ま
で
〉
あ
る
。

。
こ
の
祭
と
直
接
の
関
係
が
な
い
け
れ
ど
讃
蚊
姫

の
話
に
糸
を
ひ
い
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら

な
い
。
讃
岐
姫
に
つ
い
て
は
「
神
事
と
伝
説
」
の

章
で
記
し
た
と
お
り
、
清
盛
の
議
に
よ
っ
て
田
烏

浦
に
配
流
の
身
と
な
っ
た
。
そ
の
住
居
は
田
烏
の

西
の
御
所
平
で
そ
こ
で
死
ん
だ
。
火
葬
に
附
し
た

跡
も
釣
姫
(
ツ
ル
ベ
と
訓
む
。
田
烏
の
小
字
で
あ

る
)
に
あ
り
、
な
ぐ
さ
ま
ぬ
姫
の
霊
を
杷
っ
た
社

が
釣
姫
に
あ
る
釣
姫
神
社
で
か
つ
て
は
釣
姫
大
明

神
と
称
し
て
い
た
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
御
室
信
仰

の
社
で
あ
る
。
讃
岐
姫
関
係
の
文
書
が
あ
っ
た
と

い
ラ
が
釣
姫
の
部
落
に
は
昭
和
十
八
年
三
月
四
日

に
火
事
が
あ
っ
て
全
部
落
十
八
戸
の
う
ち
十
三
戸

ま
で
焼
失
し
、
文
書
な
ど
も
そ
の
際
焼
け
て
し
ま

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
「
越
前
若
狭
古
文
書
選
」

に
珍
し
い
記
録
と
し
て
あ
げ
て
い
る
田
烏
の
秦
氏

の
家
に
残
っ
て
い
る
「
秦
守
宵
注
進
状
」
に
。
さ

ぬ
き
の
尼
御
前
の
あ
と
な
り
と
て
、
宮
河
地
頭
殿

可
二
知
行
一
由
度
々
沙
汰
候
い
し
か
と
て
今
以
て

田
烏
浦
い
ろ
は
ず
候
き
。
さ
ぬ
き
の
尼
御
前
の
御

子
息
も
黒
崎
山
上
を
ば
か
り
も
せ
ら
れ
ず
候
き
。

と
あ
り
文
永
八
年
十
二
月
二
十
九
日
の
文
書
で
あ

る
。
こ
の
当
時
す
で
に
讃
岐
姫
の
話
が
こ
の
村
に

根
を
下
し
、
沖
の
石
の
歌
に
ま
で
成
長
し
て
い
た

こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
吉
田
東
伍
民
は
「
沖
の

石
」
の
地
名
に
つ
い
て
こ
の
伝
説
を
附
会
の
言
と

レ
て
一
笑
に
附
し
て
了
う
て
い
る
が
讃
岐
と
い
う

尼
御
前
が
こ
の
土
地
に
関
係
し
て
い
る
と
と
、
御

雷
同
信
仰
が
あ
る
乙
と
、
こ
れ
が
観
音
の
信
仰
と
も

結
び
つ
き
、
唐
船
の
伝
説
や
源
三
位
頼
政
の
鶴
退

治
の
伝
説
が
こ
の
土
地
に
根
を
下
し
た
の
と
関
聯

性
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
記
し

て
お
い
た
わ
け
。
な
お
矢
代
で
は
頼
政
の
鶴
退
治

の
功
労
に
よ
っ
て
朝
廷
か
ら
褒
美
と
し
で
宮
河
村

の
天
神
河
原
の
八
反
八
畝
の
団
地
を
矢
代
村
へ
賜

わ
っ
た
の
だ
と
も
伝
え
て
い
る
。
鶴
と
い
う
化
物

は
顔
は
猿
、
尾
は
蛇
で
胴
は
猫
だ
っ
た
と
い
う
て

、
ス
υyo

〈
〉
「
福
井
県
の
伝
説
」
|
|
鯖
江
女
子
師
範
郷
土

研
究
会
編
輯
|
i
ー
に
は
タ
て
ん
し
ょ
船
の
つ
き
た

る
ぞ
福
徳
や
グ
と
唄
っ
て
村
人
達
が
舞
う
の
だ
と

記
し
て
い
る
し
、
北
尾
錬
之
助
氏
も
寸
若
狭
紀

行
」
に
こ
れ
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
実
際
の
神

事
力
は
乙
ん
な
う
た
は
う
た
っ
て
い
な
い
。
或
は

ジ
ン
ク
の
文
句
か
も
知
れ
な
い
が
ジ
ン
ク
と
は
あ

ま
り
に
も
調
の
調
子
が
異
な
っ
て
い
る
し
、
ジ
ン

ク
を
唱
え
る
時
は
舞
う
て
い
る
の
で
は
な
い
の
だ

か
ら
も
う
現
在
の
神
事
で
は
ζ

の
う
た
と
舞
が
脱

落
し
主
し
ま
う
た
の
か
も
訣
ら
な
い
。

グ
今
で
は
こ
の
祭
も
寂
し
う
な
っ
て
な
、
た
Y

行
列
を
や
る
だ
け
で
す
。
以
前
は
お
能
も
あ
が
っ

た
し
そ
り
ゃ
賑
や
か
じ
ゃ
っ
た
4

と
薮
本
さ
ん
が

語
っ
て
い
る
と
お
り
、
所
作
と
い
え
ば
役
者
三
人

が
行
う
だ
け
で
あ
る
。
殊
に
弓
矢
持
ち
の
如
き
は

た
、
ヨ
カ
ブ
ラ
矢
と
サ
ス
マ
タ
矢
を
合
せ
る
の
み
で

芸
能
と
い
う
に
は
乏
レ
い
感
じ
が
す
る
。
さ
ら
に

三
人
一
の
役
者
が
所
作
を
行
う
聞
は
太
鼓
の
悦
子
も

な
く
、
一
切
無
言
無
音
の
う
ち
に
行
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
つ
ぎ
つ
ぎ
に
昔
の
形
が
忘
れ
ら
れ
、
簡
略

さ
れ
、
後
の
世
の
合
理
化
も
み
っ
て
神
事
次
第
の

変
化
と
い
う
よ
り
崩
れ
て
し
ま
う
た
の
が
現
在
の

相
と
い
わ
れ
よ
う
。
一
さ
ら
に
仏
教
の
影
響
は
こ
の

祭
を
観
音
さ
ん
の
祭
と
い
う
て
い
る
こ
と
や
子
安
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錦

矢
代
の
手
杵
祭

加茂神社の張~f乙幕をはりめぐらし、うすl暗い中で神役三人の扮装
が、ジンクをうたいながら始まる。 小林一男撮影

小林一男蝦影拝殿の前で弓矢持がカブラ矢、サスマタを合せる。
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錦

矢
代
の
手
杵
祭

10 

小林一男撮影八人の女瀦たち。

小林一月品t1lJ!5丸。i

、
!

山
市
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観
音
の
信
仰
の
習
合
し
て
い
る
ζ

と
は
あ
ま
り
に

も
は
っ
き
り
し
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
念
仏
踊
り

の
流
れ
、
陰
陽
道
|
|
カ
ブ
ラ
矢
と
サ
ス
マ
タ
矢

を
合
せ
る
点
ー
ー
ー
な
ど
も
影
響
し
て
い
る
と
い
わ

れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
も
そ
の
中
か
ら
で
も

古
い
習
わ
し
の
悌
と
も
み
ら
れ
る
の
は
役
者
の
扮

装
で
あ
ろ
う
。
歯
采
の
葉
の
か
つ
ら
を
冠
っ
て
顔

を
隈
ど
る
の
は
ジ
ン
ク
の
う
た
声
に
よ
っ
て
行
わ

れ
る
な
ど
に
も
う
か
Y
え
る
。
春
の
初
め
に
視
福

す
る
神
の
姿
の
信
仰
は
忘
れ
ら
れ
た
が
形
だ
け
は

残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
雛
の
節
句
の
災
厄
を
は

ら
う
思
想
も
と
け
こ
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ

れ
と
も
う
一
つ
、
八
人
の
少
女
が
扮
す
る
女
璃
の

か
ぶ
っ
て
い
る
金
袋
さ
え
糸
を
た
ぐ
っ
た
ゆ
け
ば

興
味
の
あ
る
と
と
¥
思
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

〈
〉
漂
着
し
た
唐
船
は
丸
木
船
だ
っ
た
と
村
人
は
語

っ
て
い
る
。
唐
船
の
守
本
尊
だ
っ
た
観
音
像
は
現

在
安
置
の
本
尊
仏
の
胴
の
中
に
杷
つ
で
あ
っ
て
十

七
年
目
毎
に
開
帳
し
て
い
る
と
い
う
。

ハ
〉
矢
代
の
観
音
は
子
安
観
音
と
し
て
近
郷
近
在
の

信
仰
を
あ
つ
め
て
い
る
。
ま
た
矢
代
で
は
こ
の
観

音
が
あ
る
の
で
普
か
ら
難
産
す
る
も
の
が
な
い
と

信
じ
て
い
る
。
手
杵
祭
の
日
に
は
近
在
の
人
達
が

参
詣
し
、
乙
の
日
の
御
供
の
寸
ヘ
ラ
藻
の
味
噌
あ

え
」
を
戴
い
て
帰
っ
て
妊
婦
に
食
べ
さ
せ
る
。
乙

れ
を
食
べ
る
と
産
が
軽
い
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。

ヘ
ラ
藻
は
と
っ
て
来
る
と
直
ぐ
に
茄
で
一
ヶ
月
間

晒
し
て
か
ら
味
噌
で
あ
え
る
の
で
あ
る
。

l
i昭
和
二
十
年
四
号
百
採
集
ー
ー
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