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り
の
お
仮
屋
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一
　
祭
り
の
忌
籠
り

　
柳
田
国
男
は
著
書
の
『
日
本
の
祭
』
の
中
で
、

「
籠
も
る
」と
い
う
こ
と
が
祭
の
本
体
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
本
来
は
酒

食
を
持
っ
て
神
を
御
も
て
な
し
申
す
間
、
一
同
が
御
前
に
侍じ

　ざ坐
す
る
こ
と
が
マ

ツ
リ
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
そ
の
神
に
さ
し
上
げ
た
の
と
同
じ
食
物
を
、
末
座

に
お
い
て
と
も
ど
も
に
た
ま
わ
る
の
が
、
直な
お
ら
い会
で
あ
っ
た
ろ
う
と
私
は
思
っ
て

い
る
。（
中
略
）
こ
の
飲
食
物
が
極
度
に
清
潔
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
同
様
に
、

こ
れ
に
参
列
し
て
共
食
の
光
栄
に
与あ
ず

か
る
人
も
ま
た
十
分
に
物
忌
を
し
て
、
少

し
の
穢け
が

れ
も
な
い
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
当
然
の
考
え
方
で
、
こ
の
慎
み

が
足
り
な
い
と
、
神
は
祭
を
享う

け
た
ま
わ
ぬ
の
み
で
な
く
、
し
ば
し
ば
御
憤
り

さ
え
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た①
。

と
し
て
、
神
を
迎
え
て
食
事
で
も
て
な
す
た
め
に
、
物
忌
み
を
し
て
穢
れ
を
な
く
す

こ
と
が
、
祭
り
の
最
も
重
要
な
行
為
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
そ
の
た
め
に
、
祭
り
の
前
に
氏
子
全
員
、
神
職
や
祭
り
の
当
番
の
頭
屋
な
ど
が
籠

る
儀
礼
は
現
在
も
広
く
行
な
わ
れ
て
い
る
。
柳
田
が
事
例
と
し
て
紹
介
し
た
京
都
府

精
華
町
の
祝
園
神
社
や
木
津
川
市
山
城
町
の
涌
出
宮
の
祭
り
は
居い

籠ご
も
り

祭
と
よ
ば
れ

て
お
り
、
期
間
中
は
音
を
立
て
て
は
い
け
な
い
と
さ
れ
、
戸
を
開
け
た
ま
ま
に
し
て

莚
を
吊
す
旧
家
が
あ
る
﹇
写
真
1
﹈。
兵
庫
県
西
宮
市
・
西
宮
神
社
の
十
日
戎
の
前
夜

も
、西
宮
の
忌
籠
と
よ
ん
で
、氏
子
た
ち
が
家
に
籠
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
加

古
川
市
・
日
岡
神
社
で
は
、
旧
一
月
の
亥
日
亥
刻
か
ら
巳
日
巳
刻
ま
で
亥い

巳み

籠
が
行

な
わ
れ
、
か
つ
て
は
氏
子
た
ち
が
外
出
せ
ず
、
家
業
を
休
ん
で
音
を
立
て
な
い
よ
う

に
戸
を
閉
じ
て
家
に
籠
っ
た
と
い
う
。

　
大
分
県
国
見
町
櫛
来
の
櫛
来
神
社
（
岩
倉
八
幡
社
）
の
ケ
ベ
ス
祭
で
は
、
氏
子
の

十
地
区
が
順
番
に
当
場
を
廻
す
。
地
区
の
中
で
決
め
ら
れ
た
当
場
元
の
家
に
は
、
座

敷
前
の
軒
下
に
、
茅
・
柴
・
葛
で
三
方
を
囲
ん
だ
サ
カ
ベ
ヤ
も
し
く
は
神
穂
屋
と
よ

ば
れ
る
仮
屋
を
つ
く
り
、
ジ
ン
ド
ウ
サ
マ
と
よ
ぶ
神
面
を
祀
る
。

写真 1　祝園神社居籠祭
　　　　（戸口の莚・2013年）
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十
月
九
日
の
当
場
下
り
で
神
社
か
ら
神
面
を
遷
し
、
十
四
日
の
祭
り
ま
で
当
場
組

の
一
同
は
精
進
潔
斎
に
入
る
。
こ
の
間
、
当
場
内
の
家
で
食
事
を
す
る
の
は
か
ま
わ

な
い
が
、
当
場
以
外
の
人
と
は
絶
対
に
火
を
交
え
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
煙
草
の

火
を
借
り
た
り
、
調
理
し
た
料
理
を
食
べ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
た
め

こ
の
間
は
、
必
ず
弁
当
と
水
筒
を
持
っ
て
職
場
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。

　
木
津
川
市
加
茂
町
銭ぜ

　ず司
の
春
日
神
社
で
は
、
大
晦
日
に
門
松
な
ど
を
社
殿
の
前
に

飾
り
、
境
内
に
砂
で
格
子
模
様
を
描
く
砂
ま
き
を
し
て
正
月
を
迎
え
る
。
境
内
の
籠

り
場
の
囲
炉
裏
に
は
樫
の
生
木
を
用
意
し
、
正
月
の
準
備
が
整
っ
た
十
七
時
前
に
火

を
付
け
る
。
こ
の
時
点
か
ら
、
新
し
い
宮
守
の
お
籠
り
が
始
ま
る
。
現
在
は
一
月
三

日
の
午
後
ま
で
神
社
に
籠
っ
て
い
る
が
、
以
前
は
四
日
の
勧
請
縄
掛
け
を
終
え
た
、

五
日
の
朝
ま
で
だ
っ
た
と
い
う
。

　
奈
良
市
東
大
寺
の
修
二
会
の
練
行
衆
た
ち
が
、
二
月
末
日
か
ら
三
月
十
五
日
の
朝

ま
で
二
月
堂
に
参
籠
す
る
の
は
、
特
別
な
事
例
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
伝
統
的
な
社

会
で
は
ご
く
普
通
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
時
間
に
追
わ
れ
る
現
代
社
会
で
は
簡
略
化
が
進
ん
で
い
る
が
、
こ
こ
ま
で
長
い
日

数
で
な
く
て
も
、
祭
り
の
前
日
の
宵
宮
か
ら
本
祭
り
ま
で
一
晩
籠
る
こ
と
は
各
地
で

今
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
多
く
は
、
社
務
所
や
寺
堂
、
籠
り
場
、
頭
屋
宅
な
ど

常
設
の
建
物
に
籠
っ
て
い
る
。
一
方
で
、か
つ
て
は
祭
り
の
た
び
に
仮
設
の
建
物（
仮

屋
）
を
建
て
て
そ
の
中
で
籠
り
、
祭
り
が
終
わ
る
と
燃
や
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

事
例
が
あ
る
。
そ
の
多
く
は
、
大
人
よ
り
も
子
ど
も
た
ち
の
民
俗
行
事
に
多
く
残
っ

て
い
る
。

　
こ
う
い
っ
た
仮
屋
を
つ
く
っ
て
籠
る
儀
礼
は
、
材
料
の
入
手
や
高
齢
化
や
少
子
化

に
よ
る
祭
り
を
担
う
後
継
者
の
減
少
、
そ
れ
に
と
も
な
う
技
術
伝
承
の
問
題
も
あ
り
、

急
速
に
儀
礼
が
失
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
も
個
別
の
調
査
報
告
は
あ
っ
て
も
、
そ

れ
ら
を
関
連
づ
け
た
研
究
は
少
な
い
こ
と
も
あ
り
、
本
稿
で
は
近
年
調
査
し
て
き
た

事
例
を
紹
介
し
て
み
た
い
。

二
　
仮
屋
の
忌
籠
り

　
和
歌
山
県
串
本
町
古
座
の
古
座
神
社
は
、
古
座
川
河
口
の
北
岸
に
あ
る
神
社
だ
が
、

こ
こ
で
は
七
月
二
十
三
日
の
宮
入
り
か
ら
二
十
五
日
の
祭
り
の
日
ま
で
、
シ
ョ
ウ
ロ

ウ
と
よ
ば
れ
る
白
袴
姿
の
女
児
ひ
と
り
と
男
児
二
人
が
神
社
に
籠
っ
て
い
た
。

　
祭
り
の
当
日
は
、
当
舟
に
乗
っ
て
古
座
川
を
さ
か
の
ぼ
り
、
古
座
川
町
に
あ
る
河こ

内う
ち

様
と
い
う
川
の
中
に
あ
る
島
へ
向
か
う
。
途
中
の
橋
を
く
ぐ
る
際
は
、
見
物
の
人

び
と
が
見
下
ろ
し
て
い
る
た
め
、
神
額
と
狩
衣
姿
の
シ
ョ
ウ
ロ
ウ
は
橋
の
手
前
で
舟

を
降
り
、
若
衆
に
背
負
わ
れ
て
橋
を
越
え
て
船
に
戻
る
。
若
衆
た
ち
が
河
内
様
に
上

陸
し
、
海
水
と
神
酒
を
か
け
た
後
、
対
岸
の
川
原
に
船
を
着
け
る
。
シ
ョ
ウ
ロ
ウ
た

ち
は
こ
こ
で
も
背
負
わ
れ
て
、
川
原
に
設
け
た
屋
台
の
畳
の
上
に
運
ば
れ
る
。
こ
の

屋
台
は
、
シ
ョ
ウ
ロ
ウ
座
と
よ
ば
れ
、
昔
は
竹
の
柱
で
つ
く
り
、
榊
で
屋
根
を
覆
っ

た
と
い
う
が
、
現
在
は
毎
年
同
じ
部
材
を
使
っ
た
組
み
立
て
式
に
な
っ
て
い
る
。
三

人
の
シ
ョ
ウ
ロ
ウ
前
に
は
賽
銭
箱
が
置
か
れ
、
集
ま
っ
た
人
び
と
が
次
々
拝
ん
で
い

く
﹇
写
真
2
﹈。

　
現
在
は
神
社
で
籠
る
こ
と
は
な
く
な
っ
て
お
り
、
シ
ョ
ウ
ロ
ウ
た
ち
は
直
接
近
く

の
道
路
沿
い
に
あ
る
集
会
所
ま
で
来
て
、
そ
こ
か
ら
背
負
わ
れ
て
川
原
へ
下
り
る
。

し
か
し
、
前
夜
は
川
原
で
当
舟
の
夜
籠
り
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
も
と
は

シ
ョ
ウ
ロ
ウ
た
ち
も
川
原
で
籠
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る②
。
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五

　
岡
山
県
吉
備
中
央
町
（
旧
賀
陽
町
）
の
吉
川
八
幡
宮
の
十
月
第
四
日
曜
の
秋
祭
り

（
当
番
祭
）
で
は
、南
北
ふ
た
つ
の
地
区
か
ら
十
歳
前
後
の
男
児
を
当
番
に
選
ぶ
。
神

社
の
境
内
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
の
仮
屋
が
設
け
ら
れ
る
。
直
径
約
五
メ
ー
ト
ル

の
円
形
の
柵
で
囲
ま
れ
、
柵
は
檜
葉
で
覆
わ
れ
た
壁
に
な
っ
て
い
る
。

　
宵
宮
の
日
は
、
当
屋
を
馬
に
乗
っ
て
出
発
し
た
当
番
と
御
供
の
衆
の
男
性
た
ち
が

地
区
の
仮
屋
の
中
に
座
る
。
少
し
休
ん
だ
後
、
拝
殿
に
移
動
し
て
神
事
を
し
、
一
行

は
す
ぐ
に
家
へ
帰
る
。
翌
朝
再
び
行
列
で
や
っ
て
来
て
、
前
日
と
同
じ
よ
う
に
仮
屋

の
中
に
座
る
。
こ
の
日
は
地
区
の
人
び
と
が
お
祝
い
を
持
っ
て
挨
拶
に
来
て
、
午
後

か
ら
神
輿
の
神
幸
が
あ
る
﹇
写
真
3
﹈。
宵
宮
と
本
祭
り
と
、わ
ざ
わ
ざ
当
番
の
行
列

の
往
復
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
も
と
は
こ
の
仮
屋
に
屋
根
が
あ
り
、
一

晩
こ
こ
で
過
ご
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　
仮
屋
の
事
例
を
二
例
紹
介
し
た
が
、
ど
ち
ら
も
普
通
の
子
ど
も
た
ち
が
、
シ
ョ
ウ

ロ
ウ
や
当
番
と
し
て
神
格
化
し
た
存
在
と
な
る
た
め
に
籠
っ
た
事
例
で
あ
る
。
仮
屋

は
枠
組
み
の
部
材
が
再
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
は
い
る
が
、
毎
年
祭
り
の
前
に

組
み
立
て
て
い
た
仮
設
の
籠
り
小
屋
の
古
い
姿
を
伝
え
て
い
る
。

　
し
か
し
、
仮
屋
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
の
中
で
ず
っ
と
籠
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
実
際
に
仮
屋
に
籠
っ
て
い
る
事
例
は
、
子
ど
も
た
ち
が
集
団
の
場

合
が
多
い
た
め
、
次
に
紹
介
し
た
い
。

写真 2　古座祭のショウロウ座（2010年）

写真 3　吉川八幡宮当番祭の仮屋（2005年）

三
　
小
正
月
の
行
事

（
1
）
大
磯
の
左
義
長

　
子
ど
も
た
ち
が
籠
る
仮
屋
が
よ
く
残
っ
て
い
る
の
は
、
一
月
十

五
日
を
中
心
と
す
る
小
正
月
の
行
事
で
あ
る
。
と
く
に
東
日
本
で

は
、
道
祖
神
の
祭
り
と
し
て
仮
屋
が
つ
く
ら
れ
る
。

　
山
梨
県
で
は
、
道
祖
神
は
丸
石
を
御
神
体
と
し
て
祀
っ
て
い
る

が
、
小
正
月
が
近
づ
く
と
、
御
神
体
を
覆
う
小
屋
が
つ
く
ら
れ
る
。

オ
コ
ヤ
や
カ
リ
ヤ
な
ど
と
よ
ば
れ
、
竹
に
藁
や
檜
葉
を
材
料
に
し

て
神
殿
や
家
形
、
三
角
錐
な
ど
の
形
に
し
、
か
た
わ
ら
に
色
紙
な

ど
を
飾
り
付
け
た
神
木
を
立
て
る③
﹇
写
真
4
﹈。

　
神
奈
川
県
の
道
祖
神
は
、
単
身
や
男
女
の
石
像
が
多
い
が
、
こ

こ
で
も
道
祖
神
像
を
覆
う
藁
小
屋
を
つ
く
る
。
正
月
飾
り
を
別
に
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集
め
て
円
錐
形
の
櫓や
ぐ
らを
つ
く
り
、

小
正
月
に
小
屋
と
と
も
に
燃
や

す
と
こ
ろ
も
多
い
。
正
月
飾
り

を
集
め
て
燃
や
す
行
事
は
、
全

国
的
に
と
ん
ど
焼
き
や
、
ど
ん

ど
焼
き
と
よ
ば
れ
る
が
、
関
東

地
方
以
北
で
は
サ
イ
ト
焼
き
と

よ
ぶ
と
こ
ろ
も
多
い
。

　
山
梨
県
の
オ
コ
ヤ
は
大
型
の

も
の
も
多
い
が
、
子
ど
も
が
中

に
籠
る
と
こ
ろ
は
な
い
よ
う
で

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
神
奈

川
県
で
は
道
祖
神
小
屋
の
中
で

子
ど
も
た
ち
が
何
日
か
過
ご
し

な
が
ら
三
日
間
過
ご
す
。
こ
れ
を
御お

仮か
り

籠こ

と
い
う
。

　
十
四
日
は
早
朝
か
ら
、
大
磯
北
浜
海
岸
に
正
月
飾
り
や
縁
起
物
、
お
仮
屋
を
解
体

し
て
出
た
廃
材
な
ど
を
運
ん
で
、
若
衆
た
ち
が
セ
エ
ト
を
つ
く
る
。
高
さ
約
五
メ
ー

ト
ル
で
、
町
内
ご
と
に
九
基
あ
り
、
そ
の
前
に
セ
エ
ノ
カ
ミ
の
像
を
祀
る
。
十
九
時

に
点
火
し
、
各
自
が
持
っ
て
き
た
団
子
を
焼
い
て
食
べ
る
。
燃
え
て
い
る
間
に
、
若

衆
た
ち
は
橇
状
の
台
に
載
せ
た
ヤ
ン
ナ
ゴ
ッ
コ
と
よ
ぶ
藁
を
編
ん
で
つ
く
っ
た
仮
宮

を
壊
し
て
、
海
に
曳
き
入
れ
る
。
陸
に
上
げ
た
後
は
、
町
内
を
曳
い
て
廻
る
。
現
在

は
、
大
磯
町
の
左
義
長
と
よ
ば
れ
、
一
月
十
四
日
前
後
の
週
末
に
行
な
わ
れ
て
い
る④
。

　
こ
の
よ
う
な
、
子
ど
も
た
ち
が
小
屋
に
籠
る
小
正
月
の
行
事
は
各
地
に
も
あ
り
、

写真 5　大磯町の道祖神小屋（子の神地区、2008年）

写真 4　道祖神のオコヤ（山梨市市川・上一班、2007年）

た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
平
塚
市
や
大
磯
町
で
は
、
一
九
七
〇
年
代
ご
ろ
か
ら
次
第
に

な
く
な
り
、
現
在
で
は
辻
に
祀
ら
れ
た
道
祖
神
で
、
小
屋
の
名
残
の
藁
飾
り
を
確
認

で
き
る
だ
け
で
あ
る
。

　
現
在
も
お
仮
屋
が
残
っ
て
い
る
大
磯
町
大
磯
の
南
下
町
・
北
下
町
で
は
、
旧
道
沿

い
に
道
祖
神
が
祀
ら
れ
、
一
月
十
一
日
に
お
仮
屋
を
つ
く
る
。
も
と
は
藁
小
屋
だ
っ

た
が
、
現
在
は
木
造
の
組
み
立
て
式
に
な
っ
て
お
り
、
妻
入
り
の
正
面
に
道セ
エ
ノ
カ
ミ
サ
ン

祖
神
像

を
祀
っ
て
賽
銭
箱
を
置
く
。
道
祖
神
像
の
背
後
に
は
莚
が
吊
さ
れ
、
そ
の
奥
に
子
ど

も
た
ち
が
入
っ
て
夜
を
過
ご
す
。

　
お
仮
屋
は
、
西
か
ら
順
に
南
下
町
の
坂
下
・
浜は
あ
ま
ん之

町
・
大
泊
・
子
の
神
と
、
北
下

町
の
中
宿
・
浅
間
・
大
北
の
七

地
区
で
古
く
か
ら
つ
く
ら
れ
、

こ
の
七
か
所
の
道セ

エ
ノ
カ
ミ
祖
神
を
参
拝

す
る
ナ
ナ
ト
コ
マ
イ
リ
が
十
一

日
か
ら
十
三
日
に
か
け
て
行
な

わ
れ
る
。
こ
の
七
地
区
以
外
に

も
、
明
治
の
大
火
で
南
下
町
か

ら
移
転
し
た
長
者
町
や
、
近
年

始
ま
っ
た
山
王
町
で
も
お
仮
屋

が
つ
く
ら
れ
て
い
る
﹇
写
真

5
﹈。
ナ
ナ
ト
コ
マ
イ
リ
の
間
、

子
ど
も
た
ち
は
、
学
校
か
ら
帰

る
と
お
仮
屋
に
入
り
、
太
鼓
を

叩
い
た
り
、
宿
題
や
遊
び
を
し
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福
島
県
か
ら
栃
木
県
に
か
け
て
は
鳥
小
屋
、
群
馬
県
で
は
松
小
屋
、
埼
玉
県
で
は
道

祖
神
（
道
陸ろ

く

神
）
小
屋
や
ど
ん
ど
焼
き
小
屋
な
ど
と
よ
ば
れ
て
い
る
が
、
現
在
も
小

屋
を
つ
く
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
だ
ん
だ
ん
少
な
く
な
っ
て
い
る
。

（
2
）
新
居
浜
市
大
島
の
と
う
ど
送
り

　
神
奈
川
県
横
須
賀
市
横
須
賀
や
三
浦
市
初
声
町
で
は
、
お
仮
屋
で
は
な
く
、
サ
イ

ト
の
中
に
空
洞
を
つ
く
っ
て
子
ど
も
が
入
っ
て
い
た
と
い
う
伝
承
が
あ
る
が
、
愛
媛

県
で
も
同
様
の
伝
承
が
残
っ
て
い
る
。

　
愛
媛
県
新
居
浜
市
の
大
島
は
、
対
岸
の
黒
島
港
か
ら
市
営
渡
海
船
（
フ
ェ
リ
ー
）

で
渡
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
一
月
十
五
日
（
現
在
は
成
人
の
日
）
の
早
朝
に
と
う
ど

送
り
が
行
な
わ
れ
る
。

　
と
う
ど
は
孟
宗
竹
を
材
料
に
、
一
辺
が
二
・
五
〜
三
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
六
〜
七
メ

ー
ト
ル
の
四
角
錘
の
形
に
組
み
上
げ
る
。
中
心
に
高
さ
約
十
メ
ー
ト
ル
の
心
棒
を
入

れ
、
上
部
に
は
「
蓬
莱
山
左
義
長
」
の
文
字
と
地
区
（
町
）
名
を
記
し
た
大
幟の
ぼ
りを
付

け
る
。
年
末
に
使
っ
た
ス
ス
竹
を
注
連
縄
で
側
面
に
巻
き
付
け
、
四
角
錘
の
上
か
ら

三
分
の
一
く
ら
い
の
高
さ
に
、
二
本
の
竹
を
地
面
と
水
平
に
通
す
。
こ
の
二
本
の
竹

は
笄
こ
う
が
いと

よ
ば
れ
、
小
さ
な
幟
を
並
べ
て
く
く
り
付
け
る
。
こ
の
小
さ
な
幟
に
は
各
家

の
男
の
子
が
そ
れ
ぞ
れ
名
前
と
文
字
を
墨
で
書
く
﹇
写
真
6
﹈。

　
と
う
ど
は
、
大
島
港
の
桟
橋
前
か
ら
北
東
の
大
島
公
民
館
付
近
の
浜
辺
ま
で
四
基

が
つ
く
ら
れ
る
。
順
に
、
西
の
町
・
築
の
町
・
中
の
町
・
上
の
町
の
と
う
ど
が
並
ぶ

の
だ
が
、
数
年
前
か
ら
築
の
町
は
つ
く
ら
な
く
な
り
、
そ
の
か
わ
り
に
島
外
の
子
ど

も
た
ち
が
、
少
し
小
型
の
と
う
ど
を
中
の
町
と
上
の
町
の
間
の
場
所
に
つ
く
っ
て
い

る
。
こ
れ
以
外
に
、
桟
橋
か
ら
南
西
に
約
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
島
の
南
端
の
宮

西
町
で
も
、
も
う
一
基
と
う
ど

が
つ
く
ら
れ
る
。

　
と
う
ど
送
り
は
早
朝
の
六
時

前
か
ら
順
番
に
火
を
付
け
て
い

き
、
燃
え
さ
し
の
竹
で
灰
を
餅

に
載
せ
て
持
ち
帰
り
、
ぜ
ん
ざ

い
に
し
て
一
年
中
の
無
病
息
災

を
祈
っ
て
食
べ
る
。

　
と
う
ど
を
実
際
に
つ
く
る
の

は
大
人
た
ち
だ
が
、
材
料
集
め

な
ど
は
十
三
歳
か
ら
十
六
歳
の

少
年
た
ち
で
構
成
さ
れ
た
子
ど

も
組
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
。

十
三
歳
は
水
汲
み
（
見
習
い
の

写真 6　新居浜市大島のとうど（2011年）

雑
用
）、
十
四
歳
は
新
入
り
（
ス
ス
竹
や
注
連
縄
、
門
松
、
幟
を
集
め
る
）、
十
五
歳

は
大
将
と
よ
ば
れ
て
全
体
の
企
画
や
指
揮
を
し
、
十
六
歳
は
喰
い
抜
け
と
よ
ば
れ
る

相
談
役
に
当
た
る
役
割
だ
っ
た
と
い
う⑤
。

　
現
在
五
十
歳
代
の
方
が
中
学
生
の
こ
ろ
（
約
三
十
年
前
）
ま
で
は
、
と
う
ど
の
中

に
空
洞
を
掘
っ
て
子
ど
も
た
ち
が
潜
り
込
み
、
他
の
地
区
の
子
ど
も
た
ち
が
火
を
付

け
に
来
る
の
を
警
戒
し
て
、
夜
通
し
籠
っ
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
今
も
内
部
は
空

洞
に
な
っ
て
お
り
、
大
磯
の
サ
イ
ト
が
一
時
間
近
く
燃
え
続
け
る
の
に
対
し
、
大
島

の
方
は
十
分
足
ら
ず
で
燃
え
尽
き
て
し
ま
う
。



二
八

（
3
）
五
十
猛
の
グ
ロ

　
島
根
県
大
田
市
五い

十そ

猛た
け

町
大お

浦う
ら

は
日
本
海
に
面
し
た
漁
村
で
、
漁
港
を
見
下
ろ
す

高
台
の
上
に
韓
神
新
羅
神
社
が
鎮
座
す
る
。
漁
港
は
す
べ
て
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
岸
壁

に
な
っ
て
い
る
が
、
神
社
の
下
だ
け
砂
浜
を
残
し
て
お
り
、
そ
こ
に
歳
徳
神
を
迎
え

る
た
め
の
グ
ロ
と
よ
ぶ
仮
屋
を
つ
く
る
。
完
成
す
る
と
、
子
ど
も
た
ち
か
ら
お
年
寄

り
ま
で
村
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
、
こ
の
中
で
餅
な
ど
を
焼
い
て
過
ご
す
。
昭
和
の
は

じ
め
ま
で
は
四
か
所
で
つ
く
ら
れ
て
い
た
が
、
昭
和
三
十
年
代
か
ら
現
在
の
場
所
だ

け
に
な
っ
て
い
る
。

　
グ
ロ
の
意
味
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
二
組
の
当
番
組
が
交
代
し
て
つ
く
る
。
年

末
か
ら
壁
に
す
る
笹
竹
や
薪
を
集
め
て
お
き
、
一
月
十
日
に
、
セ
ン
ボ
ク
サ
ン
と
よ

ば
れ
る
中
心
に
立
て
る
長
さ
約
二
十
メ
ー
ト
ル
の
真
竹
（
も
と
は
孟
宗
竹
）
を
掘
り

起
こ
し
、
翌
日
に
小
屋
を
組
み
立
て
る
。
最
初
に
中
央
に
セ
ン
ボ
ク
サ
ン
の
竹
を
立

て
る
た
め
、
地
面
に
穴
を
掘
っ
て
根
を
埋
め
て
砂
を
盛
る
。
竹
の
先
端
だ
け
葉
を
残

し
て
色
と
り
ど
り
の
短
冊
を
付

け
、
高
さ
十
五
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

の
と
こ
ろ
に
は
御
幣
を
付
け
た

二
本
の
竹
を
十
字
に
組
む
。
小

屋
の
直
径
は
約
十
メ
ー
ト
ル
、

高
さ
は
約
三
メ
ー
ト
ル
で
、
周

囲
の
壁
は
笹
葉
で
約
一
・
五
メ

ー
ト
ル
の
高
さ
の
壁
を
つ
く
る
。

莚
を
縄
で
く
く
り
付
け
て
屋
根

に
し
て
、
陸
側
に
入
り
口
を
つ

く
っ
て
松
飾
り
を
す
る
。
小
屋

の
内
部
は
十
畳
ほ
ど
の
広
さ
の

円
形
で
、
三
か
所
の
囲
炉
裏
が

あ
る
﹇
写
真
7
・
8
﹈。

写真 8　五十猛のグロの内部（2009年）

写真 7　五十猛のグロ（2009年）

　
小
屋
が
で
き
あ
が
る
と
、
海
か
ら
モ
バ
（
神
馬
藻
）
と
よ
ば
れ
る
海
草
を
採
っ
て

来
る
。
海
草
に
付
い
た
海
水
を
小
屋
の
内
部
に
撒
き
、
背
の
高
さ
あ
た
り
の
セ
ン
ボ

ク
サ
ン
の
根
本
に
細
い
竹
を
く
く
り
付
け
て
モ
バ
を
掛
け
る
。
そ
の
前
に
祭
壇
を
設

け
て
御
神
酒
や
餅
な
ど
を
供
え
、
神
事
を
し
て
無
病
息
災
や
豊
漁
を
祈
願
す
る
。

　
グ
ロ
が
完
成
す
る
と
、
村
の
人
び
と
が
集
ま
っ
て
き
て
、
持
ち
寄
っ
た
餅
や
干
し

魚
・
ス
ル
メ
な
ど
を
囲
炉
裏
の
火
で
焼
い
て
食
べ
る
。
グ
ロ
の
火
に
当
た
っ
て
餅
や

ス
ル
メ
を
食
べ
る
と
、
一
年
間
病
気
に
な
ら
な
い
と
い
い
、
元
気
に
育
つ
よ
う
に
子

ど
も
た
ち
の
顔
に
墨
を
付
け
る
。
以
前
は
子
ど
も
た
ち
が
夜
も
籠
っ
て
い
た
が
、
火

事
で
グ
ロ
が
焼
け
た
こ
と
が
あ
り
、
現
在
は
深
夜
ま
で
に
切
り
上
げ
て
い
っ
た
ん
帰
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宅
し
、
翌
日
再
び
集
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
当
番
の
世
話
役
は
、
火
の
扱
い
に
は

非
常
に
気
を
使
う
と
い
う
。
調
査
時
も
強
風
の
た
め
、
途
中
で
打
ち
切
り
に
な
っ
て

参
加
者
た
ち
は
帰
宅
し
て
い
た
。

　
十
四
日
の
夕
刻
に
神
送
り
神
事
（
千
歳
祭
）
を
行
な
い
、
十
五
日
は
グ
ロ
を
解
体

す
る
。
壁
面
に
使
っ
た
笹
竹
や
屋
根
を
覆
っ
た
莚
と
各
家
か
ら
持
ち
寄
っ
た
注
連

縄
・
破
魔
矢
・
古
神
札
を
一
緒
に
焼
き
、
セ
ン
ボ
ク
サ
ン
は
、
希
望
者
に
売
却
さ
れ

る
。
片
付
け
が
終
わ
る
と
直
会
を
す
る⑥
。

四
　
諏
訪
信
仰
の
穂
屋

（
1
）
御
射
山
祭
の
穂
屋

　
長
野
県
の
諏
訪
大
社
は
、
諏
訪
湖
を
は
さ
ん
で
上
社
（
諏
訪
市
）
と
下
社
（
諏
訪

郡
下
諏
訪
町
）
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
両
社
の
祭
礼
は
共
通
し
、
旧
七
月
二
十
七
日

に
御み

射さ

山や
ま

祭
が
行
な
わ
れ
る
。

　
中
世
に
は
武
士
た
ち
が
参
加
し
、
狩
猟
で
武
術
の
腕
を
競
い
、
獲
物
を
神
に
捧
げ

た
。
そ
の
際
に
は
、
神
霊
を
祀
る
た
め
の
四よ
つ

御み

庵い
お

と
よ
ば
れ
る
四
棟
の
建
物
、
大
お
お
は
ふ
り祝

と
随
行
の
神
職
や
参
加
者
た
ち
の
宿
舎
、
神
饌
を
納
め
る
御み

贄に
え

籠
な
ど
が
建
て
ら
れ

た
。
い
ず
れ
も
片
屋
根
の
建
物
で
、
屋
根
と
壁
が
ス
ス
キ
や
菅す
げ

の
穂
で
葺
か
れ
た
た

め
穂
屋
と
よ
ば
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
祭
り
を
穂
屋
祭
と
も
よ
ん
で
い
る
。

　
承
和
三
年
（
一
三
一
二
）
に
完
成
し
た
『
玉
葉
和
歌
集
』（
巻
一
〇
・
雑
歌
一
）
に

は
、「
尾
花
ふ
く

　
ほ
や
の
め
く
り
の
一
村
に

　
し
は
し
里
あ
る

　
秋
の
み
さ
や
ま
」

と
い
う
下
社
の
大
祝
・
金
刺
盛
久
の
和
歌
が
載
っ
て
お
り
、
穂
屋
は
鎌
倉
時
代
に
ま

で
さ
か
の
ぼ
る
。

　
現
在
は
八
月
二
十
七
日
が
祭

日
で
、
数
え
の
二
歳
児
の
成
長

を
祈
る
祭
り
に
な
っ
て
い
る
。

下
社
の
穂
屋
は
な
く
な
っ
て
い

る
が
、
上
社
は
御
射
山
神
社

（
富
士
見
町
）
に
残
っ
て
い
る
。

三
間
・
二
間
の
屋
根
と
柱
だ
け

の
建
物
で
、
祭
り
が
近
づ
く
と

長
さ
二
メ
ー
ト
ル
余
り
の
ス
ス

キ
を
並
べ
て
壁
を
つ
く
り
、
宵

宮
の
夜
は
神
職
が
泊
ま
る
﹇
写

真
9
﹈。
ま
た
、上
社
か
ら
神
輿

が
御
射
山
神
社
へ
運
ば
れ
る
途

中
、虚
空
蔵
堂
（
原
村
八
ツ
手
）

写真 9　御射山神社の穂屋（2001年）

や
津
島
神
社
（
原
村
中
新
田
）
な
ど
に
立
ち
寄
る
。
虚
空
蔵
堂
で
は
ス
ス
キ
の
壁
が

あ
り
、
津
島
神
社
で
も
常
設
の
建
物
に
な
っ
た
穂
屋
の
柱
に
青
い
ス
ス
キ
を
く
く
り

り
付
け
て
か
つ
て
の
名
残
を
留
め
て
い
る⑦
。

　
諏
訪
信
仰
の
伝
播
に
よ
っ
て
、
各
地
で
も
御
射
山
祭
が
伝
わ
り
、
ス
ス
キ
の
箸
を

頒
布
す
る
と
こ
ろ
は
多
い
。
し
か
し
、
穂
屋
に
つ
い
て
は
、
伊
那
地
域
の
高
森
町
下

市
田
の
萩
山
神
社
で
つ
く
ら
れ
る
三
尺
四
方
の
大
き
さ
で
萩
の
壁
に
ス
ス
キ
の
穂
で

屋
根
を
葺
い
た
も
の
や
、
箕
輪
町
の
御
射
山
三
社
で
本
殿
奥
の
壁
が
ス
ス
キ
で
覆
わ

れ
て
い
る
事
例
が
あ
る
が
、
非
常
に
少
な
い
。
そ
の
中
で
、
穂
屋
を
つ
く
っ
て
お
籠

り
の
儀
礼
を
行
な
う
と
こ
ろ
を
紹
介
し
た
い
。



三
〇

（
2
）
虎
柏
神
社
の
御
殿
入
り
祭

　
東
京
都
青
梅
市
根ね

　か

　ぶ
ケ
布
・
虎と
ら

柏か
し
わ

神
社
の
例
祭
は
八
月
二
十
七
・
二
十
八
日
で
、
二

十
七
日
早
朝
か
ら
神
社
背
後
の
高
峯
山
中
腹
に
あ
る
天
寧
寺
で
小
豆
飯
の
高
盛
と
茄

子
の
胡
麻
味
噌
和
え
を
供
え
、
そ
の
後
、
山
頂
の
高
峯
神
社
で
も
、
十
二
本
の
御
幣

を
立
て
、
同
じ
神
饌
を
供
え
て
新
嘗
の
神
事
を
行
な
う
。
二
十
八
日
は
、
宮
司
が
早

朝
か
ら
米
を
炊
い
て
神
前
に
供
え
る
大
祭
が
あ
り
、
境
内
で
相
撲
が
奉
納
さ
れ
る
。

　
そ
れ
に
先
だ
っ
て
二
十
六
日
夜
に
は
、
御
殿
入
り
祭
が
あ
る
。
か
つ
て
神
社
に
霞

池
と
い
う
池
が
あ
り
、
祭
神
の
使
い
で
あ
る
双
頭
の
蛇
が
棲
ん
で
い
た
。
一
年
に
一

度
、
本
殿
の
大
掃
除
を
す
る
た
め
に
こ
の
蛇
を
本
殿
の
東
西
に
設
け
た
朝
日
の
仮
屋

と
夕
日
の
仮
屋
に
移
し
、
掃
除
が
済
む
と
再
び
本
殿
に
戻
す
儀
式
だ
と
い
う⑧
。

　
も
と
は
二
十
七
日
の
未
明
に
行
わ
れ
た
が
、
次
第
に
時
間
が
早
ま
っ
て
、
現
在
は

二
十
六
日
の
二
十
一
時
か
ら
始
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
同
夜
社
務
所
前
に
集
ま

っ
た
人
び
と
は
、
祓
所
で
手
水
を
し
て
祓
い
を
受
け
た
後
、
警
護
二
名
が
持
つ
提
灯

の
明
か
り
に
先
導
さ
れ
て
社
殿
に
進
む
。
境
内
は
、
こ
の
提
灯
以
外
の
す
べ
て
の
明

か
り
が
消
さ
れ
る
。

　
朝
日
の
仮
屋
の
前
で
宮
司
が
祝
詞
を
読
ん
だ
後
、
神
職
が
順
に
参
加
者
が
分
担
す

る
役
割
と
氏
名
を
よ
び
、
あ
ら
か
じ
め
仮
屋
内
に
用
意
さ
れ
て
い
た
御
幣
・
鉾
杖
・

弓
矢
な
ど
を
そ
れ
ぞ
れ
手
渡
す
。
受
け
取
っ
た
順
に
拝
殿
前
で
一
列
に
な
り
、
警
護

に
先
導
さ
れ
て
三
首
の
神
歌
を
唱
い
な
が
ら
、
社
殿
の
周
り
を
右
に
三
周
す
る
。

　
三
周
し
た
一
行
が
拝
殿
内
に
入
る
と
、
警
護
の
二
人
が
入
り
口
に
立
っ
て
正
面
の

扉
が
閉
じ
ら
れ
、
拝
殿
奥
の
本
殿
に
御
幣
を
納
め
る
。
こ
う
し
て
祭
神
の
使
い
の
蛇

を
本
殿
に
戻
す
と
、
明
か
り
を
灯
し
て
約
四
十
分
の
儀
礼
が
終
わ
る
。
そ
の
後
、
社

務
所
で
小
豆
飯
の
高
盛
と
茄
子
の
胡
麻
味
噌
和
え
の
神
饌
が
出
さ
れ
、
直
会
後
に
解

散
す
る
。

　
朝
日
の
仮
屋
は
社
殿
の
東
側
、

夕
日
の
仮
屋
は
西
側
に
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
社
殿
側
を
向
い
た
屋

根
と
三
方
の
壁
だ
け
の
建
物
で

あ
る
。
ど
ち
ら
も
高
さ
は
約
一

六
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
同
じ

だ
が
、
横
幅
は
朝
日
の
仮
屋
の

方
が
大
き
く
、
中
に
は
大
き
な

御
幣
が
三
本
祀
ら
れ
て
い
る

﹇
写
真
10
﹈。
一
方
の
夕
日
の
仮

屋
に
は
、
小
さ
な
御
幣
が
一
本

だ
け
祀
ら
れ
て
い
る
。
以
前
は

毎
年
竹
の
柱
で
ス
ス
キ
の
壁
に

写真10　虎柏神社・御殿入り神事の朝日の仮屋（2007年）

覆
わ
れ
た
仮
屋
を
つ
く
っ
て
い
た
が
、
現
在
は
そ
の
名
残
で
前
の
柱
に
ス
ス
キ
の
束

を
巻
い
て
い
る
。
神
事
は
主
に
朝
日
の
仮
屋
で
行
な
い
、
夕
日
の
仮
屋
は
前
を
通
過

す
る
だ
け
で
あ
る
。

　
虎
柏
神
社
と
い
う
の
は
明
治
以
降
の
呼
称
で
、「
根
ケ
布
の
お
諏
訪
様
」
と
よ
ば
れ

て
い
る
よ
う
に
も
と
は
諏
訪
神
社
で
あ
っ
た
。
現
在
も
最
寄
り
の
バ
ス
停
名
は
諏
訪

神
社
で
あ
り
、
八
月
二
十
七
日
と
い
う
祭
り
の
日
程
や
ス
ス
キ
の
穂
を
使
う
仮
屋
で

あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
御
射
山
祭
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
。
朝
日
の
仮
屋
・
夕
日

の
仮
屋
は
、
東
西
の
方
向
か
ら
そ
の
よ
う
に
よ
ば
れ
て
い
る
が
、
本
来
は
諏
訪
の
上

社
・
下
社
の
穂
屋
が
そ
の
原
型
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
夜
中
に
暗
闇
の
中
、
神
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霊
を
穂
屋
に
迎
え
る
儀
礼
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
3
）
松
原
諏
方
神
社
の
御
射
山
祭

　
長
野
県
小
海
町
豊
里
の
松
原
湖
畔
に
は
、
湖
の
北
東
に
松
原
諏
方
神
社
下
社
、
南

東
に
上
社
が
あ
り
、
昔
は
八
月
二
十
六
日
か
ら
二
十
八
日
の
三
日
間
、
の
ち
に
短
縮

さ
れ
て
二
十
六
日
・
二
十
七
日
（
現
在
は
、
八
月
最
終
の
土
曜
・
日
曜
に
変
更
）
に

御
射
山
祭
が
行
な
わ
れ
る
。
上
社
か
ら
北
西
へ
約
三
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
山

中
に
御
射
山
原
と
よ
ば
れ
る
広
場
が
あ
り
、
八
月
二
十
三
日
（
祭
り
の
前
週
の
土
曜

日
）
に
、
集
落
内
の
各
家
か
ら
ひ
と
り
ず
つ
出
て
、
ス
ス
キ
の
穂
で
仮
屋
を
つ
く
る

オ
コ
ヤ
カ
ケ
が
あ
る
。
昔
は
集
落
の
男
子
が
全
員
参
加
し
、
そ
れ
ぞ
れ
大
き
な
焼
き

餅
を
持
っ
て
集
ま
っ
た
と
い
う
。
現
在
も
、残
っ
た
ス
ス
キ
は
各
自
が
持
ち
帰
り
、こ

の
日
か
ら
祭
り
の
当
日
ま
で
そ
れ
を
箸
に
し
て
食
事
を
す
る
伝
承
が
あ
る
。

　
御
射
山
原
は
南
側
か
ら
入
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
広
場
の
北
側
奥
に
子
ど
も

た
ち
が
宿
泊
す
る
小
屋
が
あ
り
、
そ
の
前
に
星
見
の
松
と
も
う
一
本
の
松
が
南
北
に

並
ん
で
い
る
。
星
見
の
松
は
、
幹
が
ふ
た
つ
に
分
か
れ
た
大
木
で
、
御
射
山
祭
の
日

の
午
刻
に
、
こ
の
松
に
登
っ
て
中
天
を
見
る
と
、
昼
に
も
か
か
わ
ら
ず
乾
（
北
西
）

の
方
角
に
星
が
見
え
る
と
い
う
伝
説
が
あ
る
。

　
二
本
の
松
の
東
側
に
上
社
の
オ
コ
ヤ
が
西
向
き
に
つ
く
ら
れ
、
松
の
西
側
に
少
し

離
し
て
下
社
の
オ
コ
ヤ
が
東
向
き
に
つ
く
ら
れ
る
。
両
社
の
オ
コ
ヤ
は
ほ
ぼ
同
じ
大

き
さ
で
、
高
さ
と
幅
が
約
三
六
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
奥
行
き
が
約
四
二
〇
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
の
片
屋
根
で
あ
る
。
柱
は
毎
年
同
じ
部
材
を
使
っ
て
組
み
立
て
、
屋
根
は

新
し
い
ス
ス
キ
の
穂
で
葺
く
。
正
面
奥
に
は
御
神
体
を
差
し
込
む
木
枠
が
あ
り
、
そ

の
前
に
「
諏
訪
大
明
神
」
と
書
か
れ
た
布
が
上
か
ら
吊
さ
れ
て
い
る
。
下
社
の
オ
コ

ヤ
の
西
側
に
山
宮
大
神
社
の
石
の
祠
が
あ
り
、
そ
こ
に
も
ス
ス
キ
の
穂
で
葺
い
た
片

屋
根
で
覆
わ
れ
る
。
屋
根
の
高
さ
と
幅
は
約
一
六
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
奥
行
き
は

約
一
八
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

　
二
十
六
日
（
最
終
土
曜
日
）
に
は
、中
学
生
以
下
の
男
の
子
た
ち
が
参
加
し
て
、上

社
・
下
社
と
上
社
の
東
側
に
祀
る
山
宮
（
梅
の
宮
）
の
神
霊
を
、
御
射
山
の
オ
コ
ヤ

へ
遷
す
神
幸
が
行
な
わ
れ
る
。

　
一
行
は
、
子
ど
も
た
ち
を
先
駆
け
に
し
て
、
十
六
時
ご
ろ
上
社
を
出
発
す
る
。
中

学
生
五
人
が
合
図
の
ラ
ッ
パ
を
吹
く
と
、
小
学
生
た
ち
が
日
の
丸
や
幡
を
担
い
で
走

る
。
最
初
の
二
人
が
数
百
メ
ー
ト
ル
走
り
、
追
い
付
い
た
中
学
生
が
そ
こ
で
再
び
ラ

ッ
パ
を
吹
く
と
、
残
り
の
子
ど
も
た
ち
が
ひ
と
り
ず
つ
追
い
か
け
て
く
る
。

　
そ
れ
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
上
社
か
ら
県
道
四
八
〇
号
線
の
坂
道
を
登
っ
て
い
く
。

小
海
町
総
合
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
見
下
ろ
す
地
点
で
、
東
へ
分
か
れ
た
急
坂
を
登
り
、
坂

の
上
に
あ
る
風
尾
の
松
を
小
休
場
と
し
て
神
事
を
行
な
う
。
さ
ら
に
松
原
湖
高
原
オ

ー
ト
キ
ャ
ン
プ
場
の
中
を
通
っ
て
北
東
へ
進
み
、
途
中
の
分
岐
路
を
左
へ
下
っ
て
御

射
山
原
へ
向
か
う
。

　
子
ど
も
た
ち
の
後
ろ
に
は
、
口
に
半
紙
を
く
わ
え
た
宮
司
が
御
神
体
の
依
代
の
御

幣
を
三
本
担
ぎ
、
氏
子
総
代
と
と
も
に
軽
ト
ラ
ッ
ク
に
乗
っ
て
続
く
。
昔
は
馬
に
乗

り
、
御
神
体
を
背
負
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。
御
射
山
原
へ
の
分
岐
か
ら
は
、
前
の
子

ど
も
が
見
え
な
く
な
る
と
す
ぐ
に
次
の
子
ど
も
が
後
を
追
い
か
け
て
い
き
、
到
着
し

た
順
に
上
社
と
下
社
の
オ
コ
ヤ
を
左
廻
り
で
三
周
し
、
上
社
の
オ
コ
ヤ
の
前
で
順
に

二
列
に
並
ぶ
。
宮
司
が
、
上
社
・
下
社
・
山
宮
の
オ
コ
ヤ
へ
御
神
体
を
遷
す
と
、
子

ど
も
た
ち
は
運
ん
で
き
た
幡
を
上
社
の
オ
コ
ヤ
の
前
に
立
て
か
け
、
甘
酒
を
飲
ん
で

十
七
時
三
十
分
ご
ろ
神
事
は
終
わ
る
。
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そ
の
後
、
広
場
の
北
側
に
あ
る
小
屋
の
中
で
宿
泊
の
準
備
を
し
、
宮
司
や
氏
子
総

代
た
ち
と
と
も
に
一
晩
そ
こ
で
過
ご
す
。
小
屋
の
内
部
は
二
部
屋
に
分
か
れ
、
左
側

は
食
事
の
準
備
を
す
る
部
屋
で
、
右
側
は
畳
敷
き
の
大
部
屋
で
奥
に
は
神
棚
が
祀
ら

れ
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
が
食
事
を
し
た
後
、
花
火
な
ど
で
遊
び
、
こ
の
部
屋
で
雑

魚
寝
を
す
る
。
昔
は
、
翌
二
十
七
日
に
宮
司
が
こ
の
広
場
で
流
鏑
馬
を
し
た
た
め
多

く
の
見
物
人
が
集
ま
り
、
露
店
も
並
ん
だ
よ
う
で
あ
る
が
、
現
在
こ
の
儀
礼
は
な
く

な
っ
て
い
る
。
そ
の
当
時
の
子
ど
も
た
ち
は
、
も
う
一
晩
、
御
射
山
原
に
泊
ま
っ
た

と
い
う
。

　
二
十
八
日
（
最
終
日
曜
日
）
の
本
祭
の
朝
は
、
氏
子
の
役
員
や
子
ど
も
た
ち
の
家

祭
り
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
も
う
か
が
え
る
。
そ
の
後
、
御
神
体
の
御
幣
を
出
し
、

子
ど
も
た
ち
が
先
駆
け
を
し
な
が
ら
御
射
山
原
周
辺
を
一
周
す
る
。
戻
っ
て
来
る
と

直
会
を
し
て
、
前
日
と
同
じ
よ
う
に
上
社
へ
帰
っ
て
行
く⑨
。

　
御
射
山
原
で
の
神
事
は
上
社
の
オ
コ
ヤ
の
方
で
行
な
わ
れ
、
下
社
と
山
宮
は
御
神

体
を
遷
す
以
外
は
、
拝
礼
す
る
程
度
で
、
と
く
に
儀
礼
は
な
い
。
松
原
諏
方
神
社
の

御
射
山
祭
を
見
て
い
る
と
、
虎
柏
神
社
の
朝
日
の
仮
屋
・
夕
日
の
仮
屋
が
、
上
社
・

下
社
の
オ
コ
ヤ
と
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
虎
柏
神
社
は
時
間
が
早
く

な
っ
て
日
が
変
わ
る
前
に
参
加
者
が
解
散
し
て
い
る
が
、
か
つ
て
は
松
原
諏
方
神
社

と
同
じ
よ
う
に
、
祭
り
の
期
間
に
お
籠
り
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
。
子
ど
も

た
ち
の
儀
礼
の
方
が
、
古
い
形
態
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
　
宮
島
さ
ん
の
お
仮
屋

　
旧
暦
六
月
十
七
日
は
、
広
島
県
廿
日
市
市
の
宮
島
・
厳
島
神
社
で
管
弦
祭
が
行
な

わ
れ
る
。
宮
島
の
対
岸
に
あ
る
地
御
前
社
ま
で
神
職
た
ち
が
乗
っ
た
船
が
向
か
い
、

管
弦
を
奏
し
な
が
ら
宮
島
へ
帰
っ
て
来
る
神
事
で
あ
る
。
江
戸
時
代
に
は
、
広
島
城

下
や
周
辺
の
地
域
か
ら
参
拝
者
を
乗
せ
た
多
く
の
船
が
出
て
、
宮
島
へ
渡
っ
た
。
島

内
に
は
市
が
立
ち
、歌
舞
伎
な
ど
の
芝
居
小
屋
も
あ
っ
た
こ
と
が
、天
保
十
三
年
（
一

八
四
二
）
の
『
芸
州
厳
島
図
会
』（
巻
五
）
な
ど
に
記
さ
れ
て
い
る
。
明
治
以
降
は
、

船
に
神
輿
を
載
せ
て
対
岸
へ
渡
り
、
夜
に
本
社
へ
帰
っ
て
来
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る⑩
。

現
在
で
も
旧
暦
を
用
い
る
の
は
、
大
潮
の
満
ち
潮
で
船
が
本
殿
の
と
こ
ろ
ま
で
入
っ

て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
。

　
同
じ
日
に
、
中
国
・
四
国
・
九
州
の
瀬
戸
内
沿
岸
地
域
で
も
、
十
七
夜
祭
あ
る
い

写真11　松原諏方神社・御射山祭のオコヤ（2007年）

族
、
一
年
以
内
に
生
ま
れ
た
新

生
児
と
そ
の
両
親
た
ち
が
集
ま

る
。
星
見
の
松
の
西
側
に
ゴ
ザ

が
敷
か
れ
、
上
社
の
仮
宮
に
向

か
っ
て
供
物
を
並
べ
て
十
時
か

ら
神
事
が
始
ま
る
。
上
社
の
オ

コ
ヤ
の
前
に
は
前
日
と
同
様
、

幡
を
持
っ
た
子
ど
も
た
ち
が
二

列
に
並
ぶ
﹇
写
真
11
﹈。

　
祝
詞
奏
上
と
参
加
者
の
玉
串

奉
奠
が
あ
り
、
最
後
に
新
生
児

と
そ
の
両
親
が
玉
串
を
捧
げ
、

三
十
分
足
ら
ず
で
神
事
は
終
了

す
る
。
御
射
山
祭
が
新
生
児
の
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は
宮
島
さ
ん
（
宮
島
様
）
と
よ
ぶ
祭
り
を
行
な
う
と
こ
ろ
が
あ
り
、
提
灯
を
灯
し
た

小
舟
を
海
に
流
す
行
事
な
ど
が
あ
る⑪
。

　
愛
媛
県
伯
方
島
の
南
側
に
位
置
す
る
集
落
、
有あ
ろ
う
づ津

の
宮
島
さ
ん
の
祭
り
は
、
茅
で

仮
設
の
小
屋
を
つ
く
っ
て
遊
ぶ
子
ど
も
の
行
事
に
な
っ
て
い
る
。

　
有
津
は
北
側
へ
湾
曲
し
た
有
津
港
に
面
し
、
南
西
の
矢
崎
か
ら
北
東
へ
、
平
尾
・

国く
に
み
ち道
・
浜
・
畑は
て
な
か中
・
奥
坂
・
若
宮
の
地
区
に
分
か
れ
る
。
国
道
・
畑
中
・
奥
坂
は
、
海

岸
部
か
ら
少
し
山
側
に
入
っ
た
地
区
で
あ
る
。

　
こ
の
う
ち
奥
坂
以
外
の
各
地
区
で
は
、
子
ど
も
が
い
る
家
の
人
た
ち
が
出
て
、
小

屋
を
つ
く
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
内
の
砂
浜
と
、
国
道
・
畑
中

　
矢
崎
と
平
尾
地
区
の
小
屋
は
入
り
口
を
開
け
て
い
る
が
、
他
の
地
区
は
壁
で
囲
む

だ
け
に
な
っ
て
い
る
。
小
屋
が
で
き
あ
が
る
と
、
男
女
を
問
わ
ず
、
子
ど
も
た
ち
が

中
に
入
っ
て
遊
ん
だ
た
め
、
子
ど
も
が
多
か
っ
た
こ
ろ
は
も
っ
と
横
幅
が
長
い
大
き

な
小
屋
だ
っ
た
と
い
う
﹇
写
真
12
﹈。

　
日
が
暮
れ
て
、
波
打
ち
際
に
建
て
た
小
屋
の
と
こ
ろ
ま
で
潮
が
満
ち
て
来
る
よ
う

に
な
っ
た
ら
火
を
付
け
る
。
現
在
は
、
日
が
暮
れ
た
こ
ろ
か
ら
子
ど
も
た
ち
が
花
火

で
遊
ん
で
お
り
、
二
十
時
前
に
な
る
と
、
矢
崎
か
ら
順
に
花
火
で
火
を
付
け
て
小
屋

を
燃
や
し
て
い
く﹇
写
真
13
﹈。
二
十
時
二
十
分
ご
ろ
ま
で
に
は
小
屋
が
燃
え
尽
き
て

行
事
は
終
わ
る
が
、
子
供
会
が
か
き
氷
な
ど
の
店
を
出
し
、
年
に
よ
っ
て
は
花
火
が

写真12　伯方町有津・宮島さんの小屋（矢崎地区・2012年）

写真13　宮島さんの小屋に火を付ける（若宮地区・2012年）

は
集
落
を
下
り
て
海
に
出
た
と
こ
ろ
の
砂
浜
で
小
屋
を
つ
く
っ
て
い
た
。

矢
崎
と
平
尾
は
今
で
も
地
区
内
に
砂
浜
が
残
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外

の
地
区
は
港
の
護
岸
工
事
で
砂
浜
が
な
く
な
っ
た
た
め
、
Ｊ
Ａ
前
の
港

の
広
場
で
、
地
区
の
順
番
に
並
べ
て
小
屋
を
つ
く
る
。
た
だ
し
、
浜
地

区
は
少
子
化
の
影
響
か
、
二
〇
一
〇
年
か
ら
つ
く
ら
な
く
な
っ
て
お
り
、

そ
の
場
所
は
空
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
有
津
で
は
現
在
五
基
の

小
屋
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
。

　
当
日
十
六
時
前
か
ら
軽
ト
ラ
ッ
ク
な
ど
で
茅
が
運
ば
れ
て
来
て
、
十

七
時
〜
十
八
時
の
間
に
小
屋
を
つ
く
る
。
地
面
に
割
竹
で
つ
く
っ
た
四

角
い
枠
を
置
き
、
枠
の
四
隅
に
篠
竹
を
立
て
て
柱
に
す
る
。
壁
は
茅
を

並
べ
て
割
竹
二
本
で
上
下
を
は
さ
ん
で
立
て
、
柱
に
く
く
っ
て
四
方
を

囲
む
。
屋
根
は
茅
や
篠
竹
を
上
に
載
せ
る
だ
け
で
あ
る
。
小
屋
の
高
さ

は
約
二
五
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
だ
が
、
幅
は
二
〇
〇
〜
二
六
〇
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
と
地
区
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
異
な
る
。
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打
ち
上
げ
ら
れ
て
遅
く
ま
で
賑
わ
う
。

　
宮
島
祭
で
小
屋
を
つ
く
る
と
こ
ろ
は
、
伯
方
島
は
も
ち
ろ
ん
、
他
所
で
も
見
当
た

ら
な
い
。
こ
の
小
屋
を
つ
く
る
理
由
や
子
ど
も
た
ち
が
一
晩
泊
ま
っ
た
と
い
う
経
験

や
伝
承
が
な
い
か
ど
う
か
を
尋
ね
て
廻
っ
た
が
、
地
元
の
人
か
ら
明
快
な
説
明
を
聞

く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。『
伯
方
町
誌
』
に
も
、年
中
行
事
の
項
で
「
宮
島
さ
ん
の

火
祭
り
」
の
写
真
を
載
せ
て
い
る
だ
け
で
、
と
く
に
説
明
は
な
く⑪
、
愛
媛
県
の
『
ふ

る
さ
と
年
中
行
事
調
査
報
告
書
』
だ
け
が
、
明
治
三
十
二
年
生
ま
れ
の
男
性
か
ら
の

聞
き
取
り
の
報
告
を
載
せ
て
い
る
。

七
月
十
七
日
（
旧
六
月
十
七
日
の
誤
り
か
）
の
午
後
か
ら
子
ど
も
た
ち
は
、
麦

藁
を
持
ち
寄
り
、
海
岸
の
砂
浜
に
小
屋
を
建
て
る
。
有
津
は
五
つ
の
小
字
に
別

れ
て
お
り
、
そ
の
小
字
に
麦
藁
の
小
屋
が
建
て
ら
れ
る
。
又
灯
籠
つ
く
っ
て
流

す
。
潮
が
小
屋
ま
で
満
ち
て
来
た
と
き
小
屋
に
火
が
付
け
ら
れ
、
花
火
も
打
ち

上
げ
ら
れ
る⑫
。

　
も
と
は
茅
で
は
な
く
、
麦
藁
を
材
料
に
し
て
小
屋
を
つ
く
っ
て
い
た
こ
と
や
、
灯

籠
を
つ
く
っ
て
海
に
流
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
現
在
は
小
屋
を
つ
く
る
意

味
が
ま
っ
た
く
忘
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
お
籠
り
小
屋
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
は

推
定
で
き
る
。

五
　
象
潟
の
盆
小
屋
行
事

　
旧
盆
の
と
き
に
、
盆
小
屋
を
つ
く
っ
て
子
ど
も
た
ち
が
籠
る
行
事
は
、
か
つ
て
は

日
本
各
地
に
あ
っ
た
。
愛
媛
県
で
も
県
南
西
部
で
川
原
や
海
浜
に
仮
小
屋
を
建
て
、

竃
で
飯
を
炊
い
た
盆
飯
の
行
事
が
あ
っ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る⑬
。
し
か
し
現
在

も
こ
の
行
事
が
残
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
ほ
と
ん
ど
ん
な
く
、
秋
田
県
に
か
ほ
市
象
潟

町
が
数
少
な
い
事
例
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　
象
潟
町
は
、
秋
田
県
の
南
西
部
で
日
本
海
に
面
し
、
南
は
山
形
県
遊
佐
町
と
接
す

る
。
鳥
海
山
西
麓
の
上
郷
地
区
、
日
本
海
岸
沿
い
に
あ
っ
て
漁
業
や
商
工
業
を
中
心

と
す
る
象
潟
地
区
と
上
浜
地
区
の
三
つ
の
地
区
か
ら
構
成
さ
れ
、
盆
小
屋
行
事
は
象

潟
地
区
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
上
郷
地
区
で
は
、
小
正
月
の
塞
の
神
行
事
の

方
が
盛
ん
で
あ
り
、
小
屋
が
つ
く
ら
れ
て
男
の
子
た
ち
が
寝
泊
ま
り
を
し
た
。

　
盆
小
屋
は
、
象
潟
地
区
の
砂
浜
で
つ
く
ら
れ
る
が
、
も
っ
と
も
規
模
が
大
き
い
の

は
、
象
潟
海
水
浴
場
が
あ
る
大
澗
海
岸
で
、
砂
浜
の
北
側
か
ら
、
下
浜
の
町
・
上
浜

の
町
・
浜
畑
・
冠
石
・
下
荒
屋
の
五
地
区
の
小
屋
が
建
て
ら
れ
る
。

　
盆
小
屋
は
、
八
月
十
二
日
に
海
を
背
に
し
て
建
て
ら
れ
る
が
、
冠
石
の
盆
小
屋
は

盆
迎
え
を
し
た
後
で
燃
や
さ
れ
た
た
め
、
十
五
日
の
盆
送
り
に
は
四
棟
だ
け
が
残
っ

て
い
た
。
小
屋
を
一
列
に
三
本
ず
つ
並
べ
た
九
本
の
柱
で
、三
方
の
壁
と
屋
根
は
、藁

束
を
三
段
に
並
べ
て
青
竹
で
は
さ
ん
で
い
る
。
も
と
は
、麦
藁
を
使
っ
て
い
た
が
、現

在
は
稲
藁
に
な
っ
て
い
る
。

　
上
浜
の
町
の
盆
小
屋
は
、
高
さ
一
八
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
幅
二
三
〇
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
、
奥
行
き
二
五
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、
他
の
盆
小
屋
も
ほ
ぼ
同
じ
大
き
さ

で
あ
る
。
下
荒
屋
は
、
柱
の
材
料
と
な
る
木
を
集
め
て
来
る
た
め
、
高
さ
が
少
し
低

く
な
っ
て
い
る
。
内
部
の
仕
切
り
は
な
く
、
中
心
の
柱
が
一
本
立
っ
て
い
る
だ
け
で

あ
る
。
十
五
日
に
燃
や
す
藁
束
を
置
い
て
い
る
小
屋
も
あ
る
が
、
内
部
に
は
何
も
置

か
れ
て
い
な
い
。

　
向
か
っ
て
左
側
に
入
り
口
が
あ
り
、
右
側
に
は
祭
壇
が
あ
る
。
入
り
口
は
開
い
た

ま
ま
の
地
区
と
莚
を
上
か
ら
吊
し
て
い
る
地
区
が
あ
る
。
祭
壇
の
部
分
は
下
部
が
空
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い
た
四
角
い
棚
に
な
っ
て
い
て
、
下
部
の
全
面
と
祭
壇
の
奥
は
莚
を
木
枠
に
吊
し
て

壁
に
し
て
い
る
。
祭
壇
に
は
、「
先
祖
代
々
之
諸
精
霊
」
な
ど
と
書
か
れ
た
位
牌
が
中

央
に
置
か
れ
、
西
瓜
な
ど
の
果
物
や
野
菜
、
花
、
蠟
燭
が
供
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
前

方
上
部
の
木
枠
か
ら
ほ
お
ず
き
や
ハ
マ
ナ
ス
の
実
、
素
麺
、
お
菓
子
な
ど
を
糸
で
吊

り
下
げ
る
。
上
浜
の
町
の
盆
小
屋
の
祭
壇
は
、
幅
一
六
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
床
下

八
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
﹇
写
真
14
﹈。

　
昔
は
、
子
ど
も
の
数
が
多
か
っ
た
た
め
、
小
学
生
と
中
学
生
の
男
の
子
た
ち
が
材

料
を
集
め
て
廻
り
、
子
ど
も
た
ち
が
寝
泊
ま
り
で
き
る
よ
う
に
、
も
っ
と
横
幅
が
長

い
大
き
な
小
屋
を
つ
く
っ
た
と
い
う
。
昭
和
五
〇
年
代
後
半
か
ら
大
人
が
次
第
に
行

　
日
没
は
十
八
時
四
十
分
ご
ろ
で
、
日
が
暮
れ
た
後
、
十
九
時
ご
ろ
か
ら
盆
小
屋
の

横
に
積
ん
で
あ
る
藁
束
に
火
を
付
け
て
迎
え
火
を
焚
く
。
迎
え
火
の
周
り
で
は
、
子

ど
も
た
ち
が
手
に
提
灯
を
持
っ
て
並
び
、
海
に
向
か
っ
て
、「
じ
い
（
爺
）
ー
だ
、
ば

ん
ば
あ
（
婆
）
ー
だ
、
こ
の
火
の
明
か
り
で
来
と
う
ね
、
来
と
う
ね
」
と
声
を
合
わ

せ
て
唱
え
、
海
の
彼
方
か
ら
先
祖
の
霊
を
迎
え
る
。

　
地
区
の
人
び
と
は
、
迎
え
火
や
盆
棚
の
祭
壇
の
火
か
ら
提
灯
に
火
を
も
ら
い
受
け

て
帰
り
、
各
家
の
盆
棚
や
仏
壇
の
蠟
燭
に
移
し
て
先
祖
の
霊
を
家
に
迎
え
る
。
こ
の

日
の
夜
か
ら
十
五
日
ま
で
、
夜
に
な
る
と
子
ど
も
た
ち
が
盆
小
屋
の
中
で
お
菓
子
を

食
べ
て
遊
び
、
お
籠
り
と
称
し
て
寝
泊
ま
り
を
し
て
い
た
こ
と
を
、
集
ま
っ
て
い
た

写真14　象潟の盆小屋（上浜の町・2012年）

事
に
関
わ
る
よ
う
に
な
り
、
現
在

は
大
人
が
中
心
と
な
っ
て
小
屋
を

つ
く
っ
て
い
る
。
ま
た
、
少
子
化

の
た
め
、
女
の
子
も
行
事
に
参
加

す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
十
二
日
の
夕
方
に
な
る
と
、
各

地
区
の
人
た
ち
が
ほ
お
ず
き
提
灯

と
線
香
を
持
っ
て
、
盆
迎
え
の
た

め
に
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
の
盆
小
屋

を
訪
れ
る
。
盆
小
屋
の
祭
壇
の
蠟

燭
に
火
を
付
け
、
線
香
を
あ
げ
て

手
を
合
わ
せ
る
。
そ
の
後
、
波
打

ち
際
に
行
き
、
砂
浜
に
線
香
を
立

て
て
海
の
彼
方
に
向
か
っ
て
拝
む
。

写真15　象潟の盆送り（2012年）

年
配
の
方
た
ち
か
ら
う
か
が
っ

た
が
、
近
年
は
泊
ま
ら
な
く
な

っ
て
い
る
。

　
十
五
日
の
盆
送
り
は
、
十
八

時
ご
ろ
か
ら
子
ど
も
た
ち
が
海

岸
に
集
ま
り
、
毎
年
同
じ
部
材

を
柱
に
使
う
地
区
で
は
、
祭
壇

を
残
し
て
小
屋
を
解
体
す
る
。

壁
や
屋
根
の
藁
束
は
、
祭
壇
の

か
た
わ
ら
に
余
っ
た
材
木
と
と

も
に
三
角
形
に
積
ん
で
い
く
。

日
没
が
近
づ
く
と
祭
壇
の
蠟
燭

に
火
を
灯
す
。
そ
の
こ
ろ
か
ら

各
家
の
仏
壇
や
盆
棚
の
蠟
燭
の
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火
を
提
灯
に
移
し
、家
族
が
揃
っ
て
海
浜
に
集
ま
っ
て
来
る
。
祭
壇
を
拝
ん
だ
後
、波

打
ち
際
に
出
て
、
砂
浜
に
線
香
を
立
て
て
海
の
彼
方
に
向
か
っ
て
拝
む
。

　
十
九
時
ご
ろ
か
ら
藁
束
に
火
を
付
け
る
。
下
荒
屋
の
盆
小
屋
は
、
直
接
火
を
付
け

て
、
小
屋
ご
と
燃
や
す
。
燃
え
る
火
の
前
で
、
子
ど
も
た
ち
は
長
い
木
の
棒
を
持
っ

て
、
藁
が
よ
く
燃
え
る
よ
う
に
か
き
混
ぜ
な
が
ら
、「
じ
い
（
爺
）
ー
だ
、
ば
ん
ば
あ

（
婆
）
ー
だ
、
こ
の
火
の
明
か
り
で
行
と
う
ね
、
行
と
う
ね
」
と
唱
え
て
、
先
祖
の
霊

を
海
の
彼
方
に
送
る
﹇
写
真
15
﹈。

　『
象
潟
町
史
　
通
史
編
　
上
』
に
よ
る
と
、
大
澗
海
浜
の
五
つ
の
地
区
以
外
に
も
、

保
存
の
た
め
に
ビ
デ
オ
撮
影
を
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
さ
ら
に
少
子
化
が

進
み
、
二
〇
一
二
年
か
ら
こ
の
行
事
は
休
止
さ
れ
て
い
る
。

　
白
久
地
区
の
集
落
を
見
下
ろ
す
南
側
の
高
台
の
場
所
に
、
木
や
竹
、
檜
葉
を
集
め

て
小
屋
と
三
角
錐
の
櫓
を
立
て
る
。
十
一
月
は
じ
め
の
日
曜
日
に
、
地
区
の
小
・
中

学
生
の
男
の
子
た
ち
が
総
出
で
材
料
を
集
め
る
。
周
囲
は
丸
太
で
囲
み
、
麦
藁
の
束

を
青
竹
で
は
さ
ん
で
壁
と
屋
根
に
し
て
覆
い
、
さ
ら
に
そ
の
外
側
に
檜
葉
を
挿
す
。

横
か
ら
小
屋
と
櫓
を
見
る
と
、緑
色
を
し
た
天
狗
の
横
顔
に
見
え
る
﹇
写
真
16
﹈。
櫓

の
先
端
部
分
に
、
山
の
神
・
火
防
の
神
と
い
わ
れ
る
天
狗
の
枕
（
腰
掛
け
）
を
取
り

付
け
て
祭
神
を
迎
え
る
。
そ
の
後
、子
ど
も
た
ち
は
小
屋
の
中
に
入
っ
て
遊
ぶ
が
、昼

写真16　原の天狗祭り（2009年）

写真17　原の天狗祭り・小屋の内部（2009年）

大
谷
海
浜
の
立
石
・
大
谷
地
・
汐
見
町
・
栄
町
・
潟
見
町
一
区
・
潟

見
町
二
区
・
上
荒
屋
な
ど
、
比
較
的
新
し
い
町
内
で
も
盆
小
屋
の
行

事
を
や
っ
て
い
る
と
い
う⑭
。

六
　
荒
川
白
久
・
原
の
天
狗
祭
り

　
埼
玉
県
秩
父
市
の
中
心
部
の
南
西
に
位
置
す
る
荒
川
上
流
の
集
落

で
は
、
十
一
月
に
天て
ん
ご
う狗

祭
り
が
行
な
わ
れ
た
。
男
の
子
た
ち
を
中
心

と
す
る
山
の
神
の
祭
り
で
、
天
狗
様
に
一
年
に
一
度
の
安
泰
を
祈
願

す
る
火
祭
り
で
あ
る
。
盛
ん
な
こ
ろ
は
旧
荒
川
村
の
二
十
五
か
所
で

行
な
わ
れ⑮
、
山
の
中
腹
に
つ
く
ら
れ
た
小
屋
を
燃
や
す
火
柱
が
あ
ち

こ
ち
で
上
が
る
の
を
川
沿
い
の
集
落
か
ら
見
え
た
よ
う
だ
が
、
昭
和

三
十
年
代
に
は
白
久
地
区
だ
け
に
な
っ
た
。
調
査
時
に
は
、
小
・
中

学
生
の
男
子
五
名
だ
け
に
な
っ
て
お
り
、
大
人
た
ち
が
手
伝
わ
な
け

れ
ば
行
事
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
前
年
に
は
記
録



三
七

で
も
内
部
は
真
っ
暗
で
あ
る
﹇
写
真
17
﹈。

　
十
一
月
第
三
土
曜
日
の
天
狗
祭
り
の
当
日
は
、
子
ど
も
た
ち
は
あ
ら
か
じ
め
地
区

内
各
戸
を
廻
っ
て
集
め
た
「
灯
明
銭
」
と
い
わ
れ
る
寄
付
金
で
、
神
に
捧
げ
る
神
酒

や
、
護
符
の
か
わ
り
に
配
る
菓
子
な
ど
を
準
備
す
る
。
子
ど
も
た
ち
は
こ
の
日
も
小

屋
の
中
に
籠
っ
て
遊
ん
だ
後
、
天
狗
様
の
祠
を
拝
し
て
、
い
っ
た
ん
夕
食
の
た
め
に

自
宅
へ
帰
る
。

　
再
び
集
ま
っ
た
子
ど
も
た
ち
は
、
十
八
時
ご
ろ
か
ら
太
鼓
を
叩
き
な
が
ら
「
菓
子

を
く
れ
る
ぞ
ー
」
と
何
度
も
集
落
に
向
か
っ
て
大
声
で
叫
ぶ
と
、
集
落
の
人
た
ち
が

山
を
上
が
っ
て
く
る
。
集
ま
っ
た
人
た
ち
に
菓
子
を
配
っ
て
い
る
う
ち
に
、
消
防
団

員
の
準
備
が
整
う
と
小
屋
の
内
側
に
点
火
す
る
。
白
い
煙
が
上
が
っ
た
後
、
瞬
く
間

に
小
屋
全
体
が
炎
に
包
ま
れ
、
火
柱
が
上
が
る
。
小
正
月
の
道
祖
神
（
道
陸
神
）
祭

り
と
は
別
の
、
山
の
神
祭
り
で
の
お
籠
り
の
儀
礼
で
あ
る
。

七
　
雛
祭
り
の
仮
屋

（
1
）
河
原
沢
の
お
ひ
な
げ
え

　
子
ど
も
た
ち
が
、
竈
を
つ
く
っ
て
煮
炊
き
を
し
、
食
事
を
し
て
遊
ん
だ
と
い
う
伝

承
が
残
っ
て
い
る
。
前
に
紹
介
し
た
愛
媛
県
の
盆
飯
も
そ
の
一
例
だ
が
、
大
阪
府
熊

取
町
和
田
で
は
、
明
治
の
末
ご
ろ
ま
で
、
籾
ま
き
後
、
就
学
前
か
ら
小
学
二
、
三
年

生
の
子
ど
も
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
個
人
で
袋
を
持
ち
、「
焼や
っ
こ
め米

ち
ょ
う
だ
い
」
と
い
い
な

が
ら
各
家
を
廻
り
、
鍋
の
底
な
ど
に
く
っ
つ
い
た
焼
米
を
も
ら
っ
て
帰
る
。
家
に
帰

る
と
平
瓦
の
上
に
土
で
小
さ
な
竈
を
つ
く
っ
て
も
ら
い
、
小
鍋
を
載
せ
、
焼
米
に
ワ

ラ
ビ
な
ど
を
入
れ
て
炊
い
て
食
べ
た
と
い
う⑯
。

　
宮
城
県
に
は
、
タ
ナ
バ
タ
小
屋
の
行
事
が
か
つ
て
は
各
地
に
あ
っ
た
。
大
和
町
吉

田
で
は
、
七
月
六
日
に
男
の
子
た
ち
が
川
原
に
笹
小
屋
を
つ
く
り
、
か
た
わ
ら
に
石

で
組
ん
だ
竈
で
う
ど
ん
な
ど
の
御
馳
走
を
つ
く
っ
て
小
屋
の
棚
に
載
せ
て
タ
ナ
バ
タ

へ
供
え
、
馳
走
を
食
べ
な
が
ら
小
屋
で
一
夜
を
過
ご
す
。
こ
の
と
き
他
の
集
落
の
子

ど
も
た
ち
が
小
屋
を
潰
し
に
来
る
が
、
そ
れ
を
防
ぎ
、
逆
に
こ
ち
ら
か
ら
も
潰
し
に

行
っ
た
。
翌
七
日
は
水
浴
び
を
し
て
遊
び
、
小
屋
を
燃
や
し
て
帰
っ
た
と
い
う⑰
。

　
雛
祭
り
の
行
事
に
、
屋
外
の
竈
を
つ
く
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
埼
玉
県
小
鹿
野
町
は
、

秩
父
市
の
北
西
で
群
馬
県
と
境
を
接
す
る
町
だ
が
、
四
月
三
日
の
月
遅
れ
の
雛
祭
り

に
は
、
赤
平
川
の
川
原
に
小
学
生
の
子
ど
も
た
ち
が
集
ま
っ
て
竈
で
炊
い
た
粥
を
食

写真18　河原沢のおひなげえ（2012年）

べ
、
一
日
中
遊
ぶ
。
お
ひ
な
げ
え

と
よ
ば
れ
、
赤
平
川
上
流
の
一
番

奥
の
河
原
沢
（
坂
本
、
橋
詰
・
林

な
ど
）・
三
山
（
半
平
な
ど
）・
飯

田
の
十
七
集
落
（
耕こ
う

地ち

）
で
や
っ

て
い
た
が
、
現
在
は
河
原
沢
だ
け

に
残
っ
て
い
る⑱
﹇
写
真
18
﹈。

　
現
在
は
、
日
向
地
区
を
流
れ
る

赤
平
川
北
岸
で
、
国
道
二
九
九
号

線
か
ら
下
り
た
川
原
に
石
囲
い
を

つ
く
る
。
も
と
は
河
原
沢
の
日

向
・
日
影
・
原
の
三
集
落
が
別
々

で
、
そ
れ
ぞ
れ
石
囲
い
を
何
か
所

も
つ
く
っ
て
い
た
が
、
一
九
八
六



三
八

年
か
ら
合
同
で
行
な
う
よ
う
に
な
り
、
小
学
生
だ
け
で
は
な
く
、
幼
稚
園
児
も
参
加

す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
祭
り
が
近
づ
く
と
、
子
ど
も
た
ち
が
集
ま
っ
て
川
原
の
石
を
円
形
に
並
べ
る
。
北

西
の
上
流
側
に
開
口
部
を
つ
く
り
、
東
側
に
石
で
竈
を
つ
く
る
。
そ
の
後
お
ひ
な
げ

え
で
食
べ
る
菓
子
を
購
入
し
た
後
、
粥
や
味
噌
汁
を
つ
く
る
役
、
雛
人
形
を
運
ん
で

来
る
役
、
薪
・
花
・
菱
餅
を
持
っ
て
く
る
役
な
ど
、
当
日
の
役
割
を
決
め
る
。

　
四
月
三
日
の
十
時
ご
ろ
か
ら
竈
に
火
を
付
け
て
準
備
を
始
め
る
。
内
裏
様
と
お
雛

様
の
人
形
は
、
川
の
流
れ
に
近
い
石
囲
い
の
上
に
平
た
い
石
を
置
き
、
川
を
背
に
し

て
並
べ
る
。
前
に
は
菱
餅
を
供
え
、
竹
筒
を
地
面
に
埋
め
て
菜
の
花
や
桃
の
花
を
挿

す
。
参
加
す
る
子
ど
も
の
数
が
多
い
た
め
、
大
人
も
手
伝
う
が
、
調
理
や
火
の
番
も

子
ど
も
た
ち
が
担
当
す
る
。

　
十
一
時
ご
ろ
に
粥
が
炊
き
あ
が
る
と
、
最
初
に
雛
人
形
に
粥
を
供
え
、
集
ま
っ
た

子
ど
も
た
ち
が
粥
と
味
噌
汁
に
持
ち
寄
っ
た
お
か
ず
を
食
べ
る
。
調
査
時
は
、
幼
児

か
ら
小
学
生
ま
で
子
ど
も
た
ち
が
三
十
名
ほ
ど
集
ま
り
、
大
人
も
同
じ
ぐ
ら
い
の
数

が
参
加
し
て
い
た
。
い
つ
も
は
夕
方
ま
で
遊
ぶ
の
だ
が
、
こ
の
日
は
天
候
の
悪
化
で

昼
ご
ろ
に
中
止
に
な
っ
た
。

　
地
元
の
昭
和
十
八
年
（
一
九
四
三
）
生
ま
れ
の
男
性
の
方
の
話
に
よ
る
と
、

　
文
化
財
に
指
定
さ
れ
る
前（
県
指
定
に
な
っ
た
一
九
八
八
年
か
）ま
で
は
、子

ど
も
た
ち
だ
け
で
行
事
を
し
て
い
た
。
石
囲
い
は
男
女
別
々
で
い
く
つ
も
あ
り
、

仲
の
良
い
友
だ
ち
四
、
五
名
が
集
ま
っ
て
川
原
の
石
を
並
べ
て
つ
く
っ
た
。
日

影
地
区
の
子
ど
も
は
現
在
の
日
向
地
区
の
対
岸
に
、
原
地
区
は
も
っ
と
上
流
の

場
所
に
つ
く
り
、
粥
の
ほ
か
に
川
の
魚
や
沢
蟹
を
捕
っ
て
食
べ
た
。
昭
和
四
十

年
代
か
ら
男
女
が
一
緒
に
や
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
当
初
は
男
子
が
そ
れ
を
嫌

が
っ
て
い
た
。
そ
の
こ
ろ
は
、
飾
る
人
形
も
一
体
だ
け
で
、
行
事
が
終
わ
る
と

人
形
を
川
に
流
し
た
。
そ
の
う
ち
に
中
学
生
が
抜
け
、
代
わ
り
に
父
母
同
伴
で

幼
稚
園
児
が
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

と
い
う
。
秩
父
の
雛
祭
り
は
、
女
の
子
だ
け
の
祭
り
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
女
の
子

が
生
ま
れ
る
と
親
類
か
ら
雛
人
形
が
送
ら
れ
、
菱
餅
や
桃
の
花
を
飾
っ
て
祝
う
の
は

他
所
と
同
じ
だ
が
、
男
の
子
が
出
生
し
た
場
合
で
も
、
金
太
郎
や
鍾
馗
の
人
形
を
贈

っ
て
桃
の
節
句
を
祝
う
た
め
、
お
ひ
な
げ
え
も
女
の
子
だ
け
の
行
事
で
は
な
い
の
だ

と
い
う
。

　
文
化
庁
の
記
録
作
成
の
選
択
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
と
き
の
報
告
に
よ

る
と
、
石
の
囲
い
に
つ
い
て
は
群
馬
県
側
の
お
ひ
な
が
ゆ
の
影
響
で
、
戦
後
に
始
め

ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
が⑲
、
そ
の
点
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

（
2
）
乙
父
の
お
ひ
な
が
ゆ

　
赤
平
川
沿
い
の
国
道
二
九
九
号
線
を
北
西
に
進
み
、
山
越
え
を
し
て
群
馬
県
に
入

る
と
神
流
川
に
出
る
。
国
道
は
西
へ
進
路
を
変
え
、
神
流
川
沿
い
に
上
流
に
進
む
と

上
野
村
に
入
る
。
上
野
村
の
楢
原
・
砥と

根ね

平だ
い
ら・
塩
の
沢
・
乙お
つ

父ち

・
勝
山
の
地
区
で
も
、

昭
和
の
は
じ
め
ま
で
川
原
で
の
雛
祭
り
の
行
事
が
あ
っ
た
。
群
馬
県
側
で
は
、
お
ひ

な
が
ゆ
と
よ
ば
れ
る
が
、
現
在
は
乙
父
だ
け
に
な
っ
て
い
る⑳
。

　
乙
父
で
は
、
川
に
流
さ
れ
て
た
ど
り
着
い
た
お
姫
様
を
、
粥
を
炊
い
て
介
抱
し
た

の
が
こ
の
行
事
の
始
ま
り
だ
と
伝
え
ら
れ
、
国
道
二
九
九
号
線
の
乙
父
ト
ン
ネ
ル
西

入
り
口
付
近
を
下
っ
た
川
原
で
行
な
わ
れ
る
。

　
四
月
三
日
の
早
朝
五
時
ご
ろ
に
な
る
と
、
小
学
生
・
中
学
生
と
そ
の
親
た
ち
が
食

器
や
こ
た
つ
、
こ
た
つ
布
団
、
遊
び
道
具
な
ど
を
持
っ
て
集
ま
り
、
川
岸
に
石
を
積



三
九

ん
で
つ
く
っ
た
竈
で
粥
を
炊
く
。
川
原
に
は
石
囲
い
が
三
つ
あ
り
、
そ
の
中
に
莚
を

敷
い
て
こ
た
つ
を
置
く
。
も
ち
ろ
ん
電
気
は
な
い
。

　
七
時
す
ぎ
に
粥
が
炊
き
あ
が
る
と
、
子
ど
も
た
ち
は
持
参
し
た
座
布
団
に
座
っ
て

こ
た
つ
に
入
り
、
粥
を
食
べ
る
。
朝
食
が
終
わ
る
と
昼
食
の
準
備
が
始
ま
り
、
ト
ラ

ン
プ
や
ゲ
ー
ム
な
ど
を
し
て
遊
ん
で
、
昼
食
後
に
解
散
す
る
。
調
査
時
は
、
男
子
一

名
、
女
子
八
名
の
九
人
が
参
加
し
て
い
た
。

　
こ
こ
の
石
囲
い
は
シ
ロ
（
城
）
と
よ
ば
れ
、
岸
に
近
い
と
こ
ろ
で
三
基
つ
く
ら
れ

て
い
る
。
直
径
は
約
五
メ
ー
ト
ル
で
、
周
囲
の
石
垣
の
高
さ
は
約
八
〇
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
以
前
は
、川
の
氾
濫
で
流
さ
れ
た
た
め
、毎

年
つ
く
っ
て
い
た
が
、
現
在
は
河
川
改
修
で
氾
濫
も
な
く
な
っ
た
た
め
、
そ
の
ま
ま

放
置
し
て
お
い
て
、
翌
年
壊
れ
た
箇
所
に
石
を
積
ん
で
補
修
す
る
﹇
写
真
19
・
20
﹈。

　
ど
の
石
囲
い
も
、
対
岸
の
や
や
左
側
（
北
北
西
）
に
向
け
て
開
口
部
が
あ
る
。
そ

の
反
対
側
の
奥
に
は
平
た
い
石
で
壇
が
つ
く
ら
れ
て
お
り
、
雛
人
形
と
梅
の
花
な
ど

を
飾
っ
て
、
菱
餅
を
供
え
る
。
対
岸
に
あ
る
乙
父
神
社
の
東
側
の
山
中
に
、
天
神
を

祀
る
祠
が
あ
り
、雛
人
形
は
そ
の
天
神
の
祠
の
方
へ
向
け
る
の
だ
と
い
う
。
ま
た
、雛

人
形
も
現
在
は
女
雛
だ
が
、
昔
は
天
神
（
菅
原
道
真
）
を
表
す
男
雛
だ
っ
た
と
い
う
。

無
病
息
災
や
学
力
向
上
を
願
う
意
味
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
か
つ
て
の
儀
礼
を
昭
和
十
八
年
生
ま
れ
の
男
性
に
尋
ね
る
と
、
現
在
は
少
子
化
で

写真19　乙父のおひながゆ・シロ（2012年）

写真20　乙父のおひながゆ（2012年）

こ
の
川
原
に
三
基
あ
る
だ
け
だ
が
、
昔
は
田
平
・
乙
父
・
神
寄
の
各
字

の
川
原
で
い
く
つ
も
つ
く
ら
れ
た
と
い
う
。
石
囲
い
は
現
在
よ
り
も
も

っ
と
高
く
、
何
日
か
前
か
ら
子
ど
も
た
ち
が
男
女
別
々
に
友
だ
ち
同
士

で
集
ま
り
、
石
を
積
ん
で
高
さ
を
競
っ
た
と
い
う
。
人
の
背
の
高
さ
ぐ

ら
い
あ
り
、
屋
根
の
部
分
は
茅
な
ど
で
覆
い
、
こ
の
日
は
一
晩
子
ど
も

た
ち
だ
け
で
過
ご
し
た
と
い
う
。
石
囲
い
が
高
か
っ
た
の
と
、
屋
根
で

覆
わ
れ
て
い
た
の
で
、
内
部
は
結
構
暖
か
か
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
子
ど
も
た
ち
だ
け
の
行
事
だ
っ
た
が
、
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、

保
存
会
が
で
き
て
大
人
が
関
与
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
危
険
だ
と
い
う

こ
と
で
高
さ
が
低
く
な
り
、
一
晩
泊
ま
る
こ
と
も
な
く
な
っ
た
と
い
う
。

　
こ
の
石
囲
い
を
シ
ロ
も
し
く
は
オ
シ
ロ
と
よ
ぶ
の
は
、
石
を
積
ん
だ

壁
か
ら
城
を
連
想
し
た
の
だ
ろ
う
。
川
原
に
竈
を
つ
く
っ
て
煮
炊
き
を

し
、
シ
ロ
の
中
で
一
晩
過
ご
す
の
は
、
忌
籠
り
の
古
い
姿
を
伝
え
て
い

る
。
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八
　
奄
美
・
沖
縄
の
仮
屋

　
屋
外
の
仮
屋
で
籠
る
儀
礼
が
現
在
も
よ
く
残
っ
て
い
る
の
は
、
奄
美
諸
島
か
ら
沖

縄
に
か
け
て
の
地
域
で
あ
る
。
宮
古
島
の
よ
う
に
、
も
と
は
仮
屋
だ
っ
た
も
の
が
常

設
の
お
籠
り
小
屋
に
な
っ
て
い
る
島
も
多
い
が
、
現
在
も
仮
屋
で
儀
礼
を
行
な
う
と

こ
ろ
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
多
く
は
テ
ン
ト
や
ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト
を
屋
根
に
掛
け

た
も
の
に
変
わ
っ
て
お
り
、
植
物
を
材
料
に
し
て
つ
く
る
仮
屋
は
、
少
な
く
な
っ
て

い
る
。

　
久
米
島
の
旧
暦
六
月
の
六
月
ウ
マ
チ
ー
で
は
、
ロ
ー
カ
ー
ヤ
ー
と
よ
ば
れ
る
植
物

の
葉
で
屋
根
を
葺
い
た
柱
だ
け
の
仮
屋
が
つ
く
ら
れ
、
古
い
姿
を
伝
え
て
い
る
。
西

銘
集
落
の
ロ
ー
カ
ー
ヤ
ー
は
、
六
尺
（
約
一
八
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
立
方
の
大
き

さ
が
基
本
で
、
四
隅
の
柱
と
奥
だ
け
も
う
一
本
立
て
た
五
本
柱
の
小
屋
で
あ
る
。
屋

根
は
マ
ー
ニ
と
よ
ぶ
植
物
の
葉
を
葺
き
、
三
方
の
地
面
に
笹
竹
の
束
を
置
い
て
壁
の

代
わ
り
と
し
て
い
る
。
床
に
は
ゴ
ザ
を
敷
き
、
そ
の
上
に
座
っ
て
神
女
た
ち
が
神
事

を
行
な
う
﹇
写
真
21
﹈。
西
銘
集
落
の
二
か
所
の
ほ
か
に
、久
米
島
の
最
高
神
女
で
あ

っ
た
君
南
風
（
チ
ン
ベ
ー
）
と
神
女
た
ち
が
儀
礼
を
行
な
う
二
か
所
の
ロ
ー
カ
ー
ヤ

ー
を
調
査
時
に
確
認
し
た
が
、
そ
れ
以
外
の
集
落
で
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
仮
屋
に
籠
る
の
は
、
神
女
な
ど
の
司
祭
者
の
ほ
か
に
、
集
落
全
員
や

写真21　六月ウマチー・西銘のローカーヤー（2007年）

写真22　井之川の浜下り・ヤドリ（2011年）

一
族
（
門
中
）
で
籠
る
場
合
が
あ
る
。

　
徳
之
島
で
は
、
八
月
の
旧
盆
す
ぎ
の
週
末
な
ど
に
浜
下
り
の
行
事
が

あ
る
。
南
東
部
の
徳
之
島
町
井
之
川
で
は
、
集
落
東
側
の
浜
辺
で
キ
チ

と
よ
ぶ
直
径
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
の
丸
太
と
竹
で
、
ヤ
ド
リ
と

よ
ぶ
小
屋
が
つ
く
ら
れ
る
。
ヤ
ド
リ
は
骨
組
み
だ
け
で
、
屋
根
も
葺
か

ず
、そ
の
そ
ば
に
は
石
を
三
個
、コ
の
字
型
に
並
べ
た
竈
を
つ
く
り
、そ

の
上
に
藁
を
丸
く
編
ん
で
、
中
に
木
を
十
字
に
わ
た
し
た
カ
シ
リ
を
置

く
。

　
現
在
は
竈
は
飾
り
だ
け
に
な
っ
て
お
り
、
夕
方
に
な
る
と
そ
れ
ぞ
れ

の
一
族
の
人
た
ち
が
御
馳
走
を
持
っ
て
集
ま
り
、
食
事
を
す
る
﹇
写
真

22
﹈。
波
打
ち
際
で
、ミ
ッ
ク
ワ
（
新
生
児
）
に
き
れ
い
な
白
砂
を
踏
ま

せ
る
ミ
ー
バ
マ
ク
マ
シ
（
新
浜
踏
ま
せ
）
や
、
潮
水
で
頭
や
額
を
ぬ
ら

す
シ
ュ
ー
カ
リ
（
潮
水
か
か
り
）
を
す
る
。
先
祖
を
祭
る
と
と
も
に
新

生
児
の
成
長
を
祈
願
し
、
一
族
へ
の
加
入
を
果
た
す
儀
礼
で
も
あ
る㉑
。
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そ
の
後
、
夜
中
か
ら
翌
朝
ま
で
、
各
地
区
の
人
た
ち
が
集
団
で
、
順
に
各
家
を
廻

っ
て
庭
先
で
踊
る
夏
目
踊
り
が
行
な
わ
れ
る
。
夏
折
目
と
も
い
い
、
年
を
一
歳
重
ね

る
の
だ
と
い
う
。
昔
は
、
三
日
目
に
ネ
ィ
ン
ケ
と
よ
ぶ
参
加
者
が
水
を
掛
け
合
う
儀

礼
が
あ
っ
た
が
、
近
年
復
活
し
て
二
日
目
に
行
な
っ
て
い
る
。
徳
之
島
町
亀
徳
で
は

こ
の
ネ
ィ
ン
ケ
の
行
事
が
盛
ん
で
、
通
り
か
か
っ
た
自
動
車
や
通
行
人
に
も
水
を
掛

け
る
﹇
写
真
23
﹈。

　
ま
た
、
徳
之
島
北
西
部
の
天
城
町
松
原
で
は
、
西
区
公
民
館
の
広
場
（
松
原
闘
牛

場
跡
）
に
、
各
家
庭
か
ら
集
め
た
丸
太
と
ク
バ
の
葉
で
片
屋
根
式
の
ヤ
ド
イ
を
つ
く

る
。
地
区
の
人
た
ち
全
員
が
集
ま
っ
て
酒
宴
を
し
、
そ
の
間
に
新
生
児
の
成
長
を
祈

る
儀
礼
を
行
な
う
。

　
与
論
島
で
は
、
隔
年
の
旧
七
月
十
七
日
か
ら
十
九
日
に
シ
ニ
グ
の
祭
り
が
あ
り
、

サ
ア
ク
ラ
と
よ
ば
れ
る
小
屋
を
建
て
る
。
同
じ
小
屋
に
集
ま
っ
て
来
る
祭
祀
集
団
も

サ
ア
ク
ラ
と
よ
ば
れ
る
。
こ
の
サ
ア
ク
ラ
は
、
血
縁
関
係
や
地
縁
関
係
だ
け
で
は
な

く
、
さ
ま
ざ
ま
な
組
み
合
わ
せ
で
構
成
さ
れ
て
い
る㉒
。

　
昔
の
小
屋
は
、
二
間
半
（
約
五
メ
ー
ト
ル
）
四
方
の
間
取
り
で
、
六
尺
余
の
四
本

の
柱
に
屋
根
を
フ
バ
の
葉
や
茅
で
覆
っ
た
よ
う
だ
が
、
現
在
は
ど
の
サ
ア
ク
ラ
も
、

ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト
を
張
っ
て
屋
根
に
し
た
も
の
や
大
型
テ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
﹇
写

真
24
﹈。
祭
り
の
間
は
、老
い
も
若
き
も
男
女
を
問
わ
ず
サ
ア
ク
ラ
に
籠
っ
た
よ
う
だ

写真23　亀徳のネィンケ（2009年）

写真24　与論島のシニグ・サアクラでの神事（2011年）

が
、
そ
の
間
に
各
家
を
祓
う
儀
礼
が
あ
っ
た㉓
。

　
朝
戸
地
区
で
、
県
道
の
北
側
に
住
む
人
び
と
を
中
心
に
構
成
さ
れ
た

ニ
ッ
チ
ェ
ー
サ
ア
ク
ラ
で
は
、
三
日
間
の
祭
り
の
初
日
に
子
ど
も
た
ち

が
集
落
内
の
各
家
を
祓
っ
て
廻
る
儀
礼
が
あ
る
。
白
鉢
巻
で
手
に
笹デ
エ
クを

持
っ
た
子
ど
も
た
ち
が
家
の
中
に
入
り
、
縁
側
に
近
い
大
黒
柱
の
周
囲

を
、「
ウ
ウ
ベ
エ

　
ハ
ア
ベ
エ
」
と
唱
え
て
笹
を
振
り
な
が
ら
三
周
す
る

﹇
写
真
25
﹈。
そ
の
間
に
、
祭
場
の
方
で
は
神
事
や
直
会
を
や
っ
て
い
る
。

弓
神
事
な
ど
の
儀
礼
が
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
担
当
の
神
役
が
い
な
く
な

っ
て
、
現
在
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。

　
沖
縄
本
島
北
部
の
シ
ヌ
グ
の
儀
礼
で
は
、
男
性
た
ち
が
草
冠
や
草
の

蔓
を
身
に
ま
と
っ
て
山
か
ら
下
り
、
女
性
た
ち
や
家
を
祓
う
儀
礼
が
あ

る
。
与
論
島
の
南
西
の
対
岸
に
当
た
る
沖
縄
県
国
頭
村
北
岸
の
安
田
や

奥
の
地
区
で
は
現
在
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
は
同
村
安
波
で
も

こ
の
儀
礼
が
あ
っ
た
が
、
安
田
と
安
波
で
は
男
性
た
ち
が
、
こ
の
儀
礼
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後
三
日
間
小
屋
に
籠
っ
て
い
た
。
奥
の
シ
ヌ
グ
は
、
男
性
た
ち
だ
け
で
は
な
く
、
女

性
も
こ
の
儀
礼
に
参
加
し
て
い
た
形
跡
が
あ
る
。
集
団
で
は
、
小
屋
に
籠
っ
て
い
な

か
っ
た
が
、
男
性
の
神
役
三
人
が
シ
ヌ
グ
モ
ウ
と
よ
ぶ
広
場
の
仮
屋
に
入
っ
て
い
た㉔
。

現
在
は
、
村
の
長
老
三
人
が
入
る
仮
屋
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
﹇
写
真
26
﹈。

　
与
論
島
で
は
少
年
た
ち
が
家
を
祓
う
の
に
対
し
、
安
田
で
は
大
人
も
子
ど
も
も
含

め
た
集
落
の
男
性
た
ち
が
家
を
祓
う
点
が
異
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
与
論
島
と

同
じ
よ
う
に
少
年
た
ち
が
各
家
を
祓
っ
て
廻
る
の
を
、
与
論
島
の
西
方
に
位
置
す
る

伊
是
名
島
の
シ
ヌ
グ
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
伊
是
名
島
で
は
、
旧
七
月
十
七
日
に
ウ
ン
ザ
ミ
、
翌
十
八
日
に
シ
ヌ
グ
が
諸
見
・

仲
田
・
伊
是
名
・
勢
理
客
の
各
集
落
で
行
な
わ
れ
る
。
ウ
ン
ザ

ミ
は
、
各
集
落
の
神
役
た
ち
が
島
の
南
東
に
あ
る
伊
是
名
城
跡

に
集
ま
り
、
城
山
の
中
に
あ
る
各
集
落
の
ナ
ー
と
よ
ぶ
聖
地
の

広
場
を
廻
っ
て
神
事
を
す
る
。
そ
の
際
、
城
山
山
頂
の
少
し
下

に
あ
る
諸
見
・
仲
田
の
ナ
ー
で
は
、
付
近
に
生
え
て
い
る
シ
ザ

と
よ
ぶ
木
の
枝
を
切
っ
て
、
二
、
三
本
ず
つ
ま
と
め
て
三
か
所

の
地
面
に
挿
す
。
本
来
は
円
錐
状
に
立
て
る
よ
う
だ
が
、
イ
エ

と
よ
ば
れ
、
か
つ
て
は
少
年
た
ち
が
籠
っ
た
仮
屋
の
名
残
だ
と

い
う
﹇
写
真
27
﹈。
翌
日
、各
集
落
の
子
ど
も
た
ち
は
城
山
に
登

っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
ナ
ー
に
行
き
、
儀
礼
を
し
て
か
ら
山
を
下
り
、

集
落
へ
戻
っ
て
各
家
を
祓
っ
て
廻
る
。
そ
の
間
に
、
神
役
た
ち

が
各
集
落
に
あ
る
神
ア
サ
ギ
と
よ
ぶ
屋
根
と
柱
だ
け
の
常
設
の

祭
り
の
建
物
を
順
番
に
廻
っ
て
神
事
を
行
な
う
。

　
城
山
の
諸
見
・
仲
田
の
ナ
ー
で
は
、
広
場
の
海
側
に
あ
る
大

写真26　奥のシヌグ・シヌグモウの仮屋（2003年）

写真25　与論島のシニグ・家の祓い（2011年）

岩
の
周
囲
を
左
廻
り
に
三
周
し
、
山
頂
側
に
湧
い
て
い
る
泉
の
水
面
を
手
に
持
っ
た

棒
で
三
度
打
つ
。
現
在
は
植
物
が
生
え
て
危
険
な
た
め
、
大
岩
は
廻
ら
ず
広
場
の
中

で
三
周
す
る
﹇
写
真
28
﹈。
神
降
ろ
し
の
儀
礼
と
考
え
ら
れ
る
が
、も
と
は
前
日
か
ら

一
晩
過
ご
し
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
。
仮
屋
に
籠
る
こ
と
で
、
神
と
な
っ
た
少
年
た

ち
が
山
か
ら
下
り
て
き
て
、
神
役
た
ち
の
神
事
の
間
に
集
落
内
を
祓
っ
て
廻
る
と
い

う
の
が
本
来
の
姿
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
奄
美
・
沖
縄
で
は
、
子
ど
も
た
ち
だ
け
で
籠
る
仮
屋
の
伝
承
は
、
こ
の
伊
是
名
島

の
事
例
ぐ
ら
い
し
か
見
当
た
ら
な
い
。
た
だ
し
、
男
性
た
ち
が
籠
る
儀
礼
の
奄
美
大

島
の
龍
郷
町
秋
名
の
シ
ョ
チ
ョ
ガ
マ
や
久
高
島
の
ア
ミ
ド
ゥ
シ
で
は
、
現
在
は
大
人
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た
ち
だ
け
だ
が
、
か
つ
て
は
子
ど
も
た
ち
も
参
加
し
て
い
た
。
大
人
も
子
ど
も
も
一

緒
に
籠
る
儀
礼
を
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
と
く
に
子
ど
も
た
ち
だ
け
の
籠
り
を
す
る
必

要
は
な
い
。
伊
是
名
島
や
お
そ
ら
く
与
論
島
で
も
、
子
ど
も
の
儀
礼
が
行
な
わ
れ
て

い
る
の
は
、
神
役
た
ち
が
別
の
場
所
で
神
事
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
代
わ
り

に
祭
り
の
最
初
に
村
中
を
祓
う
役
割
が
廻
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
古
座
祭

な
ど
と
同
じ
よ
う
に
子
ど
も
た
ち
が
神
格
化
す
る
た
め
に
は
、
仮
屋
に
籠
る
必
要
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
各
地
の
民
俗
行
事
を
中
心
に
、
子
ど
も
た
ち
が
屋
外
の
仮
屋
に
籠
る
事
例
を
紹
介

し
て
き
た
。
子
ど
も
た
ち
の
行
事
と
な
っ
て
い
る
が
、
中
に
は
大
人
も
含
め
た
お
籠

り
の
行
事
に
混
じ
っ
て
い
る
も
の
や
、
本
来
大
人
が
籠
っ
て
い
た
も
の
が
、
子
ど
も

の
行
事
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。

　
参
加
し
て
い
る
子
ど
も
た
ち
に
尋
ね
る
と
、
秘
密
基
地
に
い
る
よ
う
で
楽
し
い
と

い
う
答
え
が
返
っ
て
く
る
が
、
そ
う
い
っ
た
遊
び
の
要
素
以
外
に
神
を
迎
え
る
忌
籠

り
の
側
面
も
そ
れ
ぞ
れ
の
儀
礼
に
色
濃
く
残
っ
て
い
る
。
本
来
は
、
村
中
の
人
び
と

が
大
人
も
子
ど
も
も
全
員
が
忌
籠
り
を
し
て
い
た
の
が
古
い
形
態
で
あ
る
が
、
や
が

て
男
性
た
ち
だ
け
、
ま
た
は
女
性
た
ち
だ
け
、
あ
る
い
は
神
職
や
神
役
の
人
び
と
だ

け
が
代
表
で
忌
籠
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　
子
ど
も
た
ち
の
儀
礼
に
は
、
大
人
の
行
為
を
ま
ね
る
と
い
っ
た
要
素
も
も
ち
ろ
ん

含
ま
れ
て
い
る
が
、
中
に
は
、
大
人
が
務
め
る
来
訪
神
と
し
て
の
役
割
を
子
ど
も
た

ち
が
担
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
屋
外
で
の
お
仮
屋
に
籠
る
儀
礼
は
、
大
人
た
ち

が
、
時
間
的
な
拘
束
の
問
題
や
勤
め
に
出
る
と
い
っ
た
就
業
形
態
の
変
化
な
ど
で
次

第
に
短
縮
化
や
簡
略
化
を
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
子
ど
も
の
方
は
そ
う
い
っ
た

写真27　伊是名島のウンザミ
　　　　（仮屋の名残に立てる木の枝・2010年）

写真28　伊是名のシヌグ
　　　　（伊是名城跡・2005年）

問
題
は
余
り
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
本
来
は
大
人
が
や
っ
て
い
た
忌
籠
り
の

儀
礼
を
よ
く
伝
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
少
子
化
な
ど
の
問
題
が
子

ど
も
の
世
界
に
も
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
て
お
り
、
中
止
や
休
止
に
な
る

子
ど
も
の
民
俗
行
事
が
増
え
て
き
て
い
る
。
時
代
の
変
化
は
や
む
を
得
な
い

と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
伝
統
的
な
社
会
や
生
活
を
理
解
す
る
に
は
不
可
欠
な

資
料
で
あ
り
、
早
急
に
記
録
を
残
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

註①
　
柳
田
国
男
著
『
日
本
の
祭
』「
物
忌
と
精
進
」
一
九
三
二
年
（『
柳
田
國
男
全

集
一
三
』
ち
く
ま
文
庫
　
三
〇
〇
頁
、
一
九
九
〇
年
。
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
　

九
六
〜
七
頁
、
二
〇
一
三
年
）。



四
四

②
　
古
座
の
河
内
祭
の
調
査
は
、
一
九
八
五
年
と
二
〇
一
〇
年
。

③
　
山
梨
県
立
歴
史
博
物
館
『
や
ま
な
し
の
道
祖
神
祭
り
』（
二
〇
〇
五
年
）。

④
　
平
塚
市
博
物
館
『
相
模
の
道
祖
神
』（
一
九
九
九
年
）『
平
塚
市
の
道
祖
神
』（
一
九
九

六
年
）、
平
塚
市
・
大
磯
町
の
道
祖
神
祭
り
の
調
査
は
、
二
〇
〇
八
年
と
二
〇
一
〇
年
。

⑤
　
愛
媛
県
教
育
委
員
会
『
ふ
る
さ
と
年
中
行
事
調
査
報
告
書
』
一
六
〜
七
頁
（
一
九
七

五
年
）。

⑥
　「
五
十
猛
の
グ
ロ
」（『
島
根
の
祭
り
・
行
事
』
四
九
〜
五
一
頁
、
島
根
県
教
育
委
員
会
、

二
〇
〇
九
年
）。

⑦
　『
定
本
市
史

　
青
梅
』（
青
海
市
、
一
九
六
六
年
）、
佐
藤
高
箸
『
ふ
る
さ
と
東
京

　
祭

事
祭
礼
』（
普
及
版

　
一
九
九
三
年
、
朝
文
社
）。

⑧
　
長
野
県
南
佐
久
郡
誌
編
纂
委
員
会
編『
南
佐
久
郡
誌

　
民
俗
編
』六
五
八
〜
九
頁（
長

野
県
南
佐
久
郡
誌
刊
行
会
、
一
九
九
一
年
）、
福
田
ア
ジ
オ
編
『
松
原
の
民
俗
』（
神
奈

川
大
学
民
俗
学
研
究
会
、
二
〇
〇
六
年
）。

⑨
　
原
田
佳
子
『
厳
島
の
祭
礼
と
芸
能
の
研
究
』
七
三
〜
六
、
二
三
六
〜
二
五
四
頁
（
芙

蓉
堂
書
房
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）。

⑩
　
愛
媛
県
下
の
十
七
夜
祭
に
つ
い
て
は
、
高
橋
修
三
「
愛
媛
県
に
お
け
る
厳
島
信
仰
」

（『
宮
島
の
歴
史
と
民
俗
』
5
、
宮
島
町
立
宮
島
歴
史
資
料
館

　
一
九
八
七
年
）
に
一
覧

表
が
あ
る
。

⑪
　『
伯
方
町
誌
』
一
一
八
四
頁
（
一
九
八
八
年
、
伯
方
町
誌
編
纂
委
員
会
）。

⑫
　
愛
媛
県
教
育
委
員
会
『
ふ
る
さ
と
年
中
行
事
調
査
報
告
書
』
五
九
頁
。

⑬
　
愛
媛
県
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
愛
媛
県
史

　
民
俗
下
』
五
二
一
〜
二
頁
（
愛
媛
県
、一

九
八
四
年
）。

⑭
　『
象
潟
町
史
　
通
史
編
上
』
象
潟
町
、
二
〇
〇
二
年
。

⑮
　
高
橋
稔
「
荒
川
村
原
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
天
狗
祭
り
」（『
歴
史
地
理
学
調
査
報
告
』

七
、
一
九
九
六
年
）。
ま
た
、
浅
見
清
一
郎
著
『
秩
父
―
祭
り
と
民
間
信
仰
』
二
八
二

〜
九
頁
（
有
峰
書
店
、
一
九
七
〇
年
）
に
も
、
当
時
の
様
子
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

⑯
　
一
九
八
四
年
に
、
明
治
三
十
三
年
生
ま
れ
の
男
性
か
ら
の
聞
き
取
り
。

⑰
　
三
崎
一
夫
「
宮
城
県
の
年
中
行
事
」（
同
著
『
宮
城
の
民
間
信
仰
そ
の
他
』
二
〇
六
頁
、

一
九
九
五
年
、
セ
イ
ト
ウ
社
）。

⑱
　
小
鹿
野
町
誌
編
集
委
員
会
編
『
小
鹿
野
町
誌
』
一
一
四
七
頁
（
小
鹿
野
町

　
一
九
七

六
年
）、矢
作
尚
也
著
『
ふ
る
さ
と
の
民
俗
文
化
』
二
三
四
〜
四
〇
頁
（
さ
き
た
ま
出
版

会
、
一
九
八
九
年
）。

⑲
　「
河
原
沢
の
オ
ヒ
ナ
ゲ
エ
」（『
月
刊
文
化
財
』
四
二
三
号
、
二
四
〜
二
五
頁
、
一
九
九

八
年
十
二
月
、
第
一
法
規
出
版
）。

⑳
　
栃
原
嗣
雄
・
千
嶋

　
寿
監
修
『
保
存
版

　
秩
父
の
祭
り
』（
郷
土
出
版
社

　
一
九
九
八

年
）、『
上
野
村
誌
（
Ⅳ
）
上
野
村
の
民
俗
』
一
〇
四
頁
（
上
野
村
、二
〇
〇
〇
年
）、『
乙

父
の
民
俗
―
群
馬
県
多
野
郡
上
野
村
―
』（
東
京
学
芸
大
学
地
域
研
究
室

　
二
〇
一

〇
年
）。

㉑
　
徳
之
島
町
誌
編
纂
委
員
会
編
『
徳
之
島
町
誌
』
五
五
四
〜
六
〇
頁
（
徳
之
島
町
役
場
、

一
九
七
〇
年
）、松
山
光
秀
著
『
徳
之
島
の
民
俗

　
2
』
一
二
七
〜
一
三
二
頁
（
未
来
社
、

二
〇
〇
四
年
）、
同
著
『
徳
之
島
の
民
俗
文
化
』
五
二
〜
七
四
頁
（
南
方
新
社
、
二
〇
〇

九
年
）。

㉒
　
高
橋
誠
一
・
竹
盛
窪
共
著
『
与
論
島
―
琉
球
の
風
景
が
残
る
島
』
八
七
〜
一
四
八

頁
（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）。

㉓
　
小
野
重
朗
「
与
論
島
の
シ
ヌ
グ
と
ウ
ン
ジ
ャ
ミ
」
一
九
七
四
年
（
同
著
『
奄
美
民
俗

文
化
の
研
究
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
二
年
）、
山
田

　
実
著
『
与
論
島
の
生
活
と

伝
承
』
一
六
一
〜
二
〇
二
頁
、（
桜
楓
社
、
一
九
八
四
年
）、
与
論
町
誌
編
集
委
員
会
編

『
与
論
町
誌
』
一
一
二
一
〜
四
一
頁
（
与
論
町
教
育
委
員
会
、
一
九
八
八
年
）。

㉔
　
拙
稿
「
沖
縄
に
お
け
る
男
性
の
祭
祀
―
シ
ヌ
グ
と
ア
ミ
ド
ゥ
シ
―
」（『
関
西
大

学
博
物
館
紀
要
』
13
号
、
二
〇
〇
七
年
）。


