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秋
祭
り
（
豊
年
祭
）

　

明
治
初
年
の
秋
祭
り
は
、
旧
暦
の
八
月
十
九
日
に
お
こ
な
わ
れ
た

地
区
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
養
蚕
業
の
技
術
向
上
に
よ
り
、
年
一
回

か
ら
年
四
回
へ
と
蚕
の
飼
育
が
可
能
と
な
っ
た
た
め
、
晩
秋
ま
で
忙

し
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
祭
礼
日
が
徐
々
に
遅
く
な
り
、
新
暦
の
十
月

五
日
だ
っ
た
の
が
十
五
日
に
、
一
九
三
五
（
昭
和
十
）
年
頃
に
は
二

十
日
前
後
、
村
の
南
部
で
は
二
十
七
日
と
な
っ
た
。
一
九
五
〇
年
代

に
な
る
と
、
祭
礼
日
が
十
月
二
十
日
と
定
め
ら
れ
、
小
学
校
は
休
校

と
な
り
翌
日
に
運
動
会
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

　

地
区
に
よ
っ
て
は
、
農
耕
用
に
馬
を
飼
う
農
家
が
当
番
で
馬
を
出

し
、
そ
の
家
を
宿や
ど

と
呼
び
、
当
番
を
示
す
提
灯
を
玄
関
に
掲
げ
た
。

馬
に
お
祭
り
用
の
刺し

繡し
ゅ
う飾

り
と
「
オ
マ
ン
ト
花
」
と
呼
ば
れ
る
、
紙

で
花
ビ
ラ
を
作
り
端
に
色
を
付
け
、
竹
ひ
ご
を
刺
し
た
も
の
を
飾
り

つ
け
、
神
社
を
出
発
し
地
区
内
を
回
っ
た
（
3
―
4
―
1
・
2
）。
ま

た
、
獅し

子し

屋
形
を
引
き
回
し
、
笛
・
太
鼓
に
よ
る
祭
囃ば
や

子し

を
奏
で
な

が
ら
地
区
内
を
回
り
神
社
に
戻
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
子
ど
も
の
生
ま

れ
た
家
に
獅
子
を
持
っ
て
玄
関
に
入
り
、
そ
の
家
の
繁
栄
を
祈
願
す

る
地
区
も
あ
っ
た
。

第
四
章

風
習

3-4-1　祭用に飾られた馬（1920年代）
（大口町歴史民俗資料館所蔵）

3-4-2　再現された祭用に飾られた馬
（大口町歴史民俗資料館所蔵）
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豊
田
地
区
に
あ
る
八は
っ

剱け
ん

社し
ゃ

で
は
、
一
九
五
八
年
ま
で
、
裸
馬
を
走

ら
せ
て
捕
ま
え
る
神
事
が
、
春
の
御
蚕
祭
り
と
秋
の
豊
年
祭
に
お
こ

な
わ
れ
て
い
た
。

　

馬
は
、
周
辺
市
町
か
ら
よ
い
も
の
を
選
び
、
祭
礼
当
日
に
ク
ジ
で

決
め
た
馬
宿
へ
と
連
れ
て
い
く
。
玄
関
に
「
宿
」
と
書
い
た
提
灯
を

下
げ
、
訪
れ
る
客
に
酒
や
押
し
寿
司
を
ふ
る
ま
っ
た
。
昼
過
ぎ
、
体

を
清
め
、
飾
り
を
つ
け
た
馬
が
、
口
持
ち
と
と
も
に
地
区
を
練
り
歩

き
八
剱
社
で
祈き

禱と
う

を
受
け
る
。
そ
し
て
、
飾
り
を
外
し
、
ス
タ
ー
ト

地
点
か
ら
一
直
線
に
走
ら
せ
、「
若
い
衆
」
が
待
ち
受
け
て
馬
を
捕
ま

え
た
（
3
―
4
―
3
）。
馬
は
そ
の
ま
ま
一
宮
や
岩
倉
の
借
主
の
と
こ

ろ
へ
逃
げ
て
し
ま
い
、
田
を
荒
ら
す
こ
と
も
あ
っ
た
。
ほ
か
の
地
区

で
も
、
馬
を
使
っ
た
神
事
は
存
在
し
た
が
、
一
九
五
九
年
の
伊
勢
湾

台
風
を
契
機
に
お
こ
な
わ
れ
な
く
な
っ
た
。

　

祭
礼
日
の
食
べ
物
は
、
祭
礼
の
前
日
よ
り
寿
司
を
つ
く
り
、
赤
飯

を
た
き
、
そ
の
他
様
々
な
ご
馳ち

走そ
う

を
し
て
客
を
待
ち
受
け
る
。
寿
司

は
「
箱
寿
司
（
押
寿
司
・
切
寿
司
）」
と
呼
ば
れ
、
家
庭
に
よ
っ
て
異

な
る
が
、
主
に
モ
ロ
コ
な
ど
の
川
魚
（
の
ち
サ
バ
の
半
身
）
や
、
桜

で
ん
ぶ
・
蓮
根
・
し
い
た
け
・
カ
ク
フ
な
ど
を
具
材
と
し
た
（
3
―
4

―
4
・
5
）。

　

一
九
七
〇
年
代
に
は
、
地
区
に
よ
っ
て
若
干
の
違
い
は
あ
る
も
の

の
、
神
事
は
十
月
中
旬
の
日
曜
日
に
お
こ
な
わ
れ
、
子
ど
も
神み

輿こ
し

や

獅
子
が
地
区
を
練
り
歩
い
た
。

3-4-3　八剱社 馬を走らせる神事
位置図（1958年）

（大口町歴史民俗資料館所蔵）

3-4-4　箱寿司の道具
（大口町歴史民俗資料館所蔵）

3-4-5　再現された箱寿司
（大口町歴史民俗資料館所蔵）

※サバは半身を使うことが多かった。
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秋
祭
り
の
思
い
出

　
私
の
住
む
地
区
の
先
輩
方
に
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。
昭
和
二
十
年

代
く
ら
い
の
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　
神
事
　
神
社
に
宮
司
が
来
て
神
事
斎
行
し
ま
す
。
獅
子
屋
形
の
あ
る
地

区
は
、
神
社
に
奉
納
し
て
地
区
内
を
笛
・
太
鼓
を
鳴
ら
し
て
巡
回
し
ま
し

た
。
ま
た
、
巫み

女こ

さ
ん
が
来
て
笛
・
太
鼓
に
合
わ
せ
て
巫
女
舞
い
を
奉
納

す
る
地
区
も
あ
り
ま
す
。
戦
後
は
余
興
と
し
て
素
人
演
芸
会
や
子
ど
も
み

こ
し
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
家
庭
　
家
で
は
赤
飯
を
作
り
、
氏
神
様
へ
お
供
え
を
し
て
食
べ
ま
し
た
。

秋
祭
り
の
献
立
の
メ
イ
ン
は
寿
司
で
、
年
一
回
、
箱
寿
司
で
満
腹
に
な
り

ま
し
た
。
寿
司
は
家
で
作
り
、
箱
に
は
サ
バ
・
ア
ジ
を
使
っ
た
魚
す
し
、
川

で
採
れ
た
小
魚
を
使
っ
た
も
ろ
こ
寿
司
、
蓮
根
や
タ
ニ
シ
を
貼
っ
た
切
り

寿
司
な
ど
を
作
り
ま
し
た
。
親
戚
が
行
き
来
で
き
る
よ
う
に
各
地
区
の
祭

礼
日
が
定
め
ら
れ
て
い
て
、
相
互
に
お
客
を
招
い
て
懇
親
を
深
め
ま
し
た
。

　
門
日
（
も
ん
び
）　
農
家
は
朝
か
ら
夜
ま
で
体
一
つ
で
働
き
、
全
部
手
作

業
で
休
む
日
が
な
か
っ
た
の
で
、
月
に
一
～
二
回
祭
事
を
設
け
て
区
長
が

休
日
の
旗
を
立
て
休
養
を
取
る
よ
う
に
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
日
の
夕
食

は
、
ち
ょ
っ
と
気
張
っ
て
休
養
と
栄
養
を
取
る
気
配
り
が
あ
り
ま
し
た
。

　
そ
の
ほ
か
に
も
、
犬
山
祭
り
や
二
之
宮
の
お
祭
り
、
一
宮
の
七
夕
祭
り

な
ど
、
見
物
に
行
っ
た
の
も
楽
し
い
思
い
出
で
す
。

�

（
昭
和
十
五
年
生
ま
れ
）

　
お
祭
り
に
な
る
と
、
ご
近
所
さ
ん
が
サ
バ
の
押
し
寿
司
を
く
れ
た
の
で

喜
ん
で
食
べ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
、「
も
う
年
だ
か
ら
作
れ
な
い
。
道

具
を
あ
げ
る
」
と
い
わ
れ
、
お
祭
り
に
な
る
と
、
義
母
が
作
っ
て
く
れ
ま

し
た
。
平
成
十
五
年
く
ら
い
ま
で
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
子
ど
も
が
中
学

に
な
る
ま
で
は
、
毎
年
食
べ
て
い
ま
し
た
。�

（
昭
和
三
十
九
年
生
ま
れ
）

　
就
職
し
て
し
ば
ら
く
し
て
、
近
所
に
住
む
職
場
の
先
輩
か
ら
、
祭
囃
子

の
練
習
会
に
誘
わ
れ
ま
し
た
。
お
祭
り
の
日
は
、
獅
子
屋
形
と
と
も
に
祭

囃
子
を
奏
で
な
が
ら
地
区
を
ま
わ
り
ま
す
。
職
場
の
先
輩
も
、
父
親
か
ら

厳
し
く
教
え
ら
れ
て
太
鼓
を
覚
え
た
そ
う
で
す
。

　
何
と
か
参
加
で
き
る
ま
で
に
な
れ
ま
し
た
が
、
地
区
で
受
け
継
が
れ
て

い
く
行
事
と
か
技
術
は
、
こ
の
先
、
受
け
継
い
で
く
れ
る
人
が
い
る
の
か
、

ち
ょ
っ
と
心
配
に
な
り
ま
す
。�

（
昭
和
五
十
二
年
生
ま
れ
）
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石
上
げ
祭
（
犬
山
市
羽
黒
　
尾
張
冨
士
大
宮
浅
間
神
社
）

　

石
上
げ
祭
は
、
尾
張
冨
士
に
様
々
な
大
き
さ
の
石
を
献
納
す
る
祭

礼
で
、
江
戸
時
代
以
前
の
確
証
は
得
ら
れ
な
い
が
、
明
治
時
代
以
降

に
な
る
と
、
確
実
に
執
り
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
由
来
と
し
て
、

村
人
の
夢
に
御
祭
神
が
あ
ら
わ
れ
、
尾
張
冨
士
が
、
隣
の
本
宮
山
よ

り
背
が
低
い
と
嘆
い
た
の
で
、
背
を
高
く
す
る
た
め
、
石
を
山
頂
に

運
ん
だ
。
ま
た
、
あ
る
者
が
石
に
願
い
を
書
い
て
献
石
し
た
と
こ
ろ

願
い
が
か
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
祭
礼
に
発
展
し
た
と
い
う
説
話
が
残
っ

て
い
る
。

　

毎
年
八
月
の
第
一
日
曜
日
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る

が
、
一
九
七
五
年
頃
ま
で
は
八
月
一
日
と
決
ま
っ
て

い
た
。
古
く
は
旧
暦
六
月
三
十
日
か
七
月
一
日
で

あ
っ
た
。

　

石
を
上
げ
る
グ
ル
ー
プ
は
壮
年
・
青
年
・
子
ど
も

に
分
か
れ
、
手
に
は
竹
の
杖
を
持
つ
。
石
に
は
、
御

幣
・
献
石
名
札
と
と
も
に
榊さ
か
きま

た
は
笹
竹
を
立
て
る
。

榊
や
笹
竹
に
は
寄
進
者
の
年
齢
・
性
別
な
ど
を
記
し

た
赤
・
青
・
黄
な
ど
色
と
り
ど
り
の
お
手
ふ
き
を
飾

る
。

　

登
山
道
の
途
中
に
は
、
町
内
に
縁
の
あ
る
大
字
・

小
字
名
が
刻
ま
れ
た
献
石
が
確
認
で
き
る
（
３
―
４
―
６
）。
夏
の
「
虫

送
り
」
と
と
も
に
五
穀
豊
穣
を
願
う
大
切
な
祭
礼
で
あ
る
と
と
も
に
、

集
落
の
一
致
団
結
（
互
助
）
と
娯
楽
も
兼
ね
て
、
一
九
六
〇
年
代
ま

で
他
の
地
区
と
競
い
な
が
ら
参
加
し
た
。

　

二
〇
二
三
（
令
和
五
）
年
現
在
、
町
内
か
ら
運
ば
れ
た
献
石
は
、

一
九
〇
三
（
明
治
三
十
六
）
年
を
筆
頭
に
明
治
か
ら
平
成
ま
で
十
数

基
あ
る
。
山
頂
付
近
で
は
、
階
段
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
石
に
「
太

田
村
」
と
彫
ら
れ
た
石
も
見
ら
れ
る
。

3-4-6 献石の状況
　上段右：小口上組（1903年 6 月）   高：130cm・幅：  65cm
　上段左：大口村豊田（1914年 6 月）高：400cm・幅：160cm
　下段右：大口村替地（1927年 6 月）高：125cm・幅：  55cm
　下段左：河北交友会（2000年 8 月）高：105cm・幅：  55cm
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石
上
げ
祭
の
思
い
出

　
子
ど
も
石
と
大
人
石
（
一
八
歳
が
発
起
人
）
が
あ
り
ま
し
た
。
大
人
石
は
、
青

年
団
が
夜
練
習
を
し
ま
し
た
。
リ
ヤ
カ
ー
に
石
を
載
せ
て
山
ま
で
運
び
ま
し
た
。

河
北
が
尾
張
富
士
か
ら
一
番
近
い
た
め
、
一
番
大
き
い
石
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

他
の
地
区
は
、
大
き
す
ぎ
る
と
途
中
で
タ
イ
ヤ
が
潰
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

�

（
昭
和
四
年
生
ま
れ
）

　
伝
説
に
よ
る
と
、
大
昔
、
本
宮
山
と
尾
張
富
士
が
背
比
べ
を
し
た
そ
う
な
。
雨あ
ま

樋ど
い

を
二
つ
の
山
に
架
け
、
水
を
流
し
た
と
こ
ろ
水
は
本
宮
山
に
流
れ
た
そ
う
な
。

本
宮
山
の
神
様
が
、
こ
れ
で
は
い
か
ん
と
自
分
の
山
の
頂
上
に
土
の
塊
を
乗
せ

ま
し
た
。
現
在
で
も
遠
く
か
ら
本
宮
山
を
眺
め
る
と
、
頂
上
が
ち
ょ
う
ど
お
椀わ
ん

を
伏
せ
た
よ
う
に
見
え
ま
す
。
そ
こ
で
二
度
目
の
背
比
べ
を
し
た
と
こ
ろ
、
今

度
は
雨
樋
の
水
が
尾
張
富
士
側
へ
流
れ
た
そ
う
な
。
そ
こ
で
尾
張
富
士
の
神
様

が
集
落
の
人
達
に
、
山
の
て
っ
ぺ
ん
に
石
を
上
げ
て
お
く
れ
と
お
願
い
を
し
た

そ
う
な
。
こ
れ
が
石
上
げ
祭
の
始
ま
り
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
子
ど
も
の
頃
、
私
の
集
落
か
ら
子
ど
も
石
・
大
人
石
が
毎
年
尾
張
富
士
へ
運

ば
れ
て
い
ま
し
た
。
わ
ら
じ
を
履
き
、
袢は
ん

纏て
ん

を
着
、
は
ち
ま
き
を
し
て
、
木き

遣や

り
を
歌
い
な
が
ら
石
を
運
ぶ
。
尾
張
富
士
に
た
ど
り
着
く
ま
で
に
随
分
時
間
が

か
か
り
ま
し
た
。
疲
れ
て
、
や
っ
と
麓
に
た
ど
り
着
き
、
こ
れ
か
ら
頂
上
ま
で

石
を
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
子
ど
も
心
に
大
変
な
祭
り
だ
な
あ
と
思
い
ま

し
た
。
厳
し
い
暑
さ
の
中
で
石
を
引
き
上
げ
る
の
は
そ
れ
な
り
に
体
力
と
精
神

力
が
要
り
ま
す
。
あ
の
頃
は
道
路
も
整
備
さ
れ
て
な
く
、
厳
し
い
状
況
の
中
で

本
当
に
よ
く
や
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
木
遣
り
石
上
げ
唄
は
、
素
朴
で
こ
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
。

一
．
め
で
た
め
で
た
の
若
松
様
よ
、
栄
え
て
葉
も
茂
る

二
．
高
い
山
か
ら
谷
底
見
れ
ば
、
き
ゅ
う
り
や
な
す
び
の
花
盛
り
な
よ

三
．
見
た
か
聞
い
た
か
石
上
げ
祭
り
、
お
山
を
高
く
す
る

四
．
尾
張
名
代
の
石
上
げ
祭
り
、
ど
ん
ど
と
石
が
上
が
る

五
．
尾
張
お
富
士
へ
こ
の
石
あ
げ
り
ゃ
、
病
に
か
か
り
ゃ
せ

六
．
石
上
げ
祭
り
は
天
下
の
奇
祭
、
そ
ろ
う
て
石
を
上
げ
る

�

（
昭
和
十
五
年
生
ま
れ
）

　
昭
和
四
十
九
年
、
小
学
五
年
生
だ
っ
た
私
は
友
達
と
石
上
げ
祭
に
行
き
ま
し

た
。
当
時
は
、
曜
日
に
関
係
な
く
八
月
一
日
と
決
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
浅
間
神

社
に
三
〇
〇
円
を
納
め
て
、
竹
の
棒
に
テ
ー
プ
で
巻
き
つ
か
れ
た
こ
ぶ
し
大
の

石
を
も
ら
い
、
そ
こ
に
「
家
内
安
全
」
と
マ
ジ
ッ
ク
で
書
い
て
山
頂
ま
で
登
り
、

山
頂
で
石
を
奉
納
し
、
帰
り
は
竹
の
棒
の
み
を
持
っ
て
降
り
ま
す
。
夏
の
イ
ベ

ン
ト
の
ひ
と
つ
で
し
た
。�

（
昭
和
三
十
八
年
生
ま
れ
）
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第
二
節
　
風
習

	
年
中
行
事
と
農
耕
儀
礼

　

町
内
に
お
い
て
、
農
業
を
中
心
と
し
た
暮
ら
し
の
中
で
受
け
継
が

れ
て
き
た
年
中
行
事
や
農
耕
儀
礼
は
、
戦
後
の
生
活
様
式
や
農
業
と

同
様
に
変
化
し
て
い
っ
た
。

　

一
九
六
〇
年
代
、
小
中
学
校
で
は
旧
正
月
に
午
後
か
ら
休
み
が
あ

り
、
田
植
え
・
稲
刈
り
な
ど
農
繁
期
に
も
休
み
が
あ
る
な
ど
、
生
活

と
旧
暦
・
農
業
が
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
。
一
九
七
〇
年
代
以
降
、

兼
業
農
家
の
増
加
や
離
農
な
ど
に
よ
り
農
業
色
の
強
い
風
習
に
も
変

化
を
も
た
ら
し
た
。
ま
た
、
外
国
の
行
事
が
旧
来
の
年
中
行
事
に
代

わ
っ
て
生
活
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
こ
で
は
、『
大
口
町
史
』
記
載
の
年
中
行
事
を
も
と
に
、
二
〇
二

三
（
令
和
五
）
年
現
在
の
状
況
を
追
記
す
る
。
農
耕
儀
礼
も
同
様
に

記
載
す
る
が
、
虫
送
り
を
除
き
、
ほ
ぼ
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。

　

な
お
、
こ
れ
ら
の
行
事
の
う
ち
地
域
で
お
こ
な
う
も
の
は
、
役
員

が
地
域
内
の
掲
示
板
に
行
事
名
・
場
所
・
日
時
を
記
し
た
紙
を
貼
り

出
し
て
周
知
す
る
。
こ
の
方
法
は
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
変
わ
っ
て

い
な
い
。

年
中
行
事

　
鏡
か
が
み

開び
ら

き　
正
月
に
お
供
え
し
た
鏡
餅
を
、
一
月
十
一
日
に
ぜ
ん
ざ

い
に
し
て
食
べ
る
家
が
多
く
あ
っ
た
。

　
左さ

義ぎ

長ち
ょ
う

　
「
ド
ン
ド
や
き
」
と
も
い
っ
て
、
一
月
十
四
日
に
お
こ
な

う
。
し
め
縄
飾
り
・
古
い
お
守
り
・
お
札
な
ど
を
燃
や
す
（
３
―
４
―

７
）。
子
ど
も
の
書か
き

初ぞ

め
を
燃
や
し
、
高
く
舞
い
上
が
る
ほ
ど
字
が
上

達
す
る
と
い
わ
れ
た
。
火
勢
が
弱
ま
る
と
餅
を
焼
き
、
家
中
の
者
が

分
け
て
食
べ
る
と
夏
に
病
気
に
か
か
ら
な
い
と
も
伝
え
ら
れ
る
。
か

つ
て
は
、
人
が
よ
く
集
ま
る
辻
（
交
差
点
付
近
）
の
空
き
地
で
も
お

こ
な
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
三
叉
路
の
辻
で
お
こ
な
う
の
が
よ
い
と

す
る
地
区
も
あ
っ
た
。
二
〇
二
三
年
現
在
、
神
社
で
お
こ
な
う
地
区

が
多
い
。

3-4-7　左義長（2020年撮影）
　上：八剱社（豊田）
　下：餅を焼く（余野神社）
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節
分　
立
春
の
前
日
、
二
月
三

日
ご
ろ
に
節
分
を
む
か
え
る
。
禅

宗
の
家
で
は
、「
イ
ワ
シ
ノ
カ
ブ
」

と
い
っ
て
イ
ワ
シ
を
焼
き
、
そ
の

頭
を
豆
木
に
さ
し
て
、
ひ
い
ら
ぎ

の
枝
と
と
も
に
戸
口
に
さ
す
（
３

―
４
―
８
・
９
）。
夕
方
あ
る
い
は

夜
に
な
る
と
各
家
で
は
「
福
は
内
、

鬼
は
外
」
と
唱
え
て
豆
ま
き
を
す

る
。
二
〇
二
三
年
現
在
、「
イ
ワ
シ

ノ
カ
ブ
」
を
見
る
こ
と
も
、
豆
ま

き
を
お
こ
な
う
家
庭
も
少
な
く

な
っ
た
。

　
秋
葉
様　
旧
暦
一
月
二
十
八
日
、
豊
田
地
区
の
秋あ
き

葉ば

三さ
ん

尺じ
ゃ
く

坊ぼ
う

（
現

地
蔵
寺
）
で
は
、
境
内
で
火
渡
り
が
あ
り
、
護ご

摩ま

が
焚た

か
れ
大
般
若

経
が
奉
納
さ
れ
た
。
露
店
も
多
く
並
び
、
一
九
五
〇
年
代
ま
で
は
町

外
か
ら
も
多
く
の
参
詣
者
が
あ
っ
た
。
旧
正
月
の
初
丑
の
日
に
は
、

火
難
よ
け
の
た
め
、
か
ま
ど
の
灰
を
も
っ
て
参
詣
す
る
人
も
多
く
あ
っ

た
（
第
三
編
第
三
章
第
二
節
）。

　
ひ
な
節
句　
三
月
三
日
は
、
ひ
な
節
句
で
あ
る
。
ひ
な
人
形
を
飾

り
、
菱
形
に
切
っ
た
餅
・
餅も

ち

花ば
な

（
ひ
な
あ
ら
れ
）
を
供
え
、
桃
や
椿
の

花
を
添
え
る
。
家
に
よ
っ
て
は
「
あ
さ
り
」「
ツ
ボ
（
タ
ニ
シ
）」
な

ど
の
味
噌
あ
え
を
供
え
、
ワ
ケ
ギ
の
箸
を
添
え
た
。
一
九
六
〇
年
代

ま
で
は
、
内だ
い
り裏
雛び
な

に
加
え
、
添
え
人
形
と
し
て
土
雛
を
飾
っ
た
（
３

―
４
―
10
）。
ひ
な
祭
り
が
終
わ
る
と
、
壊
れ
た
（
ま
た
は
最
も
古
い
）

土
雛
に
子
ど
も
の
厄
を
込
め
て
割
り
、
土
に
埋
め
て
翌
年
に
新
し
い

土
雛
を
買
い
足
す
家
も
あ
っ
た
。

一
九
七
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇

年
代
頃
ま
で
は
、
衣
装
雛
の
段

飾
り
が
よ
く
見
ら
れ
た
が
、
そ

の
後
、
場
所
を
取
り
手
間
も
か

か
る
段
飾
り
か
ら
内
裏
雛
の
み

を
飾
る
家
庭
が
多
く
な
っ
た
。

　
十
じ
ゅ
う
さ
ん三

参
り　
旧
暦
三
月
十
三
日
、
十
三
歳
の
女
子
が
い
る
家
庭
で

は
、
厄
祓は
ら

い
を
す
る
と
同
時
に
子
ど
も
の
成
長
を
祈
っ
た
。
犬
山
市

楽が
く

田で
ん

の
大
お
お
あ
が
た県
神
社
（
二
之
宮
）
へ
参
拝
す
る
人
も
あ
る
。
全
国
的
に

は
男
女
に
関
係
な
く
お
こ
な
わ
れ
る
儀
礼
で
あ
る
。

3-4-9　イワシノカブ
（2022年撮影） 3-4-8　イワシノカブ（伊藤泰一氏作画）

3-4-10　土人形
（大口町歴史民俗資料館所蔵）
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弘
法
さ
ま　
弘
法
大
師
の
命
日
に
、
大
師
を
祀ま
つ

る
寺
・
お
堂
、
弘

法
大
師
を
信
仰
す
る
一
般
家
庭
で
も
旗
（
３
―
４
―
11
）
を
立
て
て
参

詣
者
に
餅
や
菓
子
を
分
け
た
。
こ
の
日
に
は
子
ど
も
達
が
、
旗
を
目

印
に
餅
や
菓
子
な
ど
の
お
供
え
を
も
ら
っ
て
ま
わ
っ
た
。
二
〇
〇
〇

年
代
に
入
る
と
、
一
般
家
庭
で
菓
子
を
配
る
家
は
見
ら
れ
な
く
な
っ

た
。
ま
た
、
弘
法
大
師
の
命
日
が
旧
暦
の
三
月
二
十
一
日
な
の
で
、

新
暦
の
三
月
二
十
一
日
か
、
旧
暦
を
新
暦
に
お
き
か
え
た
四
月
下
旬

の
土
曜
日
・
日
曜
日
に
お
こ
な
う
。

　
天
王
祭
（
提
灯
祭
り
）　
旧
暦
の
六
月
中
旬
（
新
暦
七
月
中
旬
）、

集
落
で
は
天
王
祭
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
津
島
神
社
の
お
札
を
む
か
え

祠ほ
こ
らに
納
め
、
夜
は
境
域
で
提
灯
を
灯
し
、
参
詣
者
に
は
、
キ
ュ
ウ
リ

や
な
す
の
酢
も
み
と
神
酒
を
ふ
る
ま
う
と
こ
ろ
が
多
く
あ
っ
た
。
一

九
六
〇
年
代
か
ら
、
徐
々
に
お
こ
な
わ
れ
な
く
な
っ
た
。

　
輪
く
ぐ
り
（
茅ち

の
輪
く
ぐ
り
）　
町
内
の
神
社
で
は
、
七
月
中
下
旬

（
旧
暦
の
六
月
中
旬
）
に
、「
夏
祭
り
」
と
か
「
夏な

越ご
し

の
祓は
ら
え」

と
呼
ん

で
、
境
内
で
輪
く
ぐ
り
を
お
こ
な
う
。
紙
の
人ひ
と

形が
た

に
「
家
内
安
全
」

な
ど
祈
願
す
る
事
柄
・
名
前
と
数
え
の
年
か
干
支
・
男
女
の
別
な
ど

を
書
き
、
神
前
に
供
え
参
拝
す
る
。
本
殿
で
神
事
が
お
こ
な
わ
れ
、

境
内
に
設
置
さ
れ
た
輪
を
お
祓
い
し
、
輪
く
ぐ
り
が
始
ま
る
。
一
礼

し
、
最
初
は
左
回
り
、
次
に
右
回
り
、
最
後
に
左
回
り
と
計
三
回
輪

を
く
ぐ
る
。
心
身
を
清
め
無
病
息
災
や
厄
除
け
、
家
内
安
全
を
願
う
。

各
地
区
で
長
く
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
夏
の
代
表
的
な
行
事
の
ひ
と
つ

3-4-11　弘法大師の旗
（2022年撮影）

3-4-12　輪の制作（大屋敷 三明神社）
（2020年撮影）

マコモの採取

端材の切取り 芯への巻付け

立ち上げて固定
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で
あ
る
。
輪
く
ぐ
り
は
「
茅
の
輪
く
ぐ
り
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
が
、

実
際
に
輪
を
作
る
材
料
は
、
チ
ガ
ヤ
（
茅
萱
）
や
ワ
ラ
で
な
く
オ
ギ

（
荻
）
や
マ
コ
モ
（
真
菰
）
と
い
う
湿
地
・
水
辺
に
群
生
す
る
植
物
を

使
用
す
る
地
区
が
多
い
。
オ
ギ
を
力
ち
か
ら

草ぐ
さ

と
呼
ぶ
地
区
も
あ
る
。
二
〇

二
三
年
現
在
、
ど
の
地
区
で
も
、
輪
を
作
る
た
め
の
オ
ギ
や
マ
コ
モ

を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
難
し
く
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
。
な
お
、
輪

の
大
き
さ
・
形
も
地
区
に
よ
っ
て
異
な
る
（
３
―
４
―
12
）。

　
八や

ツつ

八は
ち

月が
つ　

八
歳
に
な
る
子
ど
も
が
い
る
家
庭
で
は
、「
ヤ
ツ
ハ

チ
」
と
い
っ
て
旧
暦
の
八
月
八
日
に
餅
を
つ
き
親
類
や
近
所
に
配
り
、

厄
祓
い
を
し
て
子
ど
も
の
成
長
を
祈
る
。
こ
れ
を
男
子
の
み
お
こ
な

う
地
区
も
あ
る
。
犬
山
市
楽が
く

田で
ん

の
大お
お

県あ
が
た

神
社
（
二
之
宮
）
へ
参
拝
す

る
こ
と
が
多
い
。

　
お
神
送
り
・
お
神
迎
え　
各
神
社
の
神
が
、
出
雲
大
社
へ
集
ま
る

と
い
う
こ
と
か
ら
、
十
月
上
旬
ご
ろ
、
氏
神
の
境
内
で
役
員
に
よ
る
お

神
送
り
の
神
事
を
お
こ
な
う
。
そ
し
て
、
十
月
末
ご
ろ
に
な
る
と
、
神

様
が
出
雲
大
社
か
ら
帰
る
た
め
、
お
神
迎
え
の
神
事
を
す
る
。
一
九
六

〇
年
代
頃
ま
で
は
、
一
晩
中
た
き
火
を
し
て
お
神
送
り
・
お
神
迎
え
の

神
事
を
お
こ
な
っ
た
。

　
餅
つ
き　
十
二
月
二
十
日
以
降
に
、
正
月
用
の
餅
を
親
戚
の
分
も

含
め
て
つ
く
。
丸
餅
を
作
る
の
は
、
子
ど
も
の
手
伝
い
で
あ
っ
た
。

二
十
九
日
を
避
け
る
の
は
、
九
が
苦
に
通
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
九

七
〇
年
代
か
ら
電
動
餅
つ
き
機
が
普
及
し
始
め
た
が
、
二
〇
〇
〇
年

代
に
は
、
餅
を
つ
く
家
庭
も
少
な
く
な
っ
た
。

農
耕
儀
礼

　

初は
つ

詣ま
い

り　
一
九
六
〇
年
代
頃
ま
で
は
初
詣
り
と
い
っ
て
、
一
月
一

日
（
元
日
）
早
朝
に
地
元
の
氏
神
様
に
参
詣
し
、
家
内
安
全
と
農
作

物
の
豊
穰
を
祈
り
、
お
寺
へ
年
頭
の
挨
拶
に
行
っ
た
。

　
仕
事
始
め　
正
月
二
日
を
農
作
業
の
は
じ
め
の
日
と
し
て
、
苗
田

を
耕
す
風
習
が
あ
り
「
田
打
ち
初
め
」
と
も
い
っ
た
。

　
養
蚕
ま
つ
り　
旧
暦
三
月
下

旬
、
一
九
五
〇
年
代
頃
は
、
各
集

落
が
花
馬
を
出
し
て
盛
大
に
お
こ

な
い
、
米
粉
に
砂
糖
で
味
付
け
し

て
蒸
し
た
「
マ
ユ
ダ
ン
ゴ
」（
３
―

４
―
13
）
を
つ
く
り
神
仏
に
供
え
豊

3-4-13  マユダンゴの再現
（写真：大口町歴史民俗資料館所蔵）
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作
を
祈
願
し
た
。
養
蚕
の
衰
退
と
と
も
に
お
こ
な
わ
れ
な
く
な
っ
た
。

　
八
十
八
夜　
五
月
初
旬
、
立
春
の
日
か
ら
八
十
八
日
目
の
こ
と
を

昔
は
「
苗な
わ

代し
ろ

正
月
」
と
も
い
い
、
農
家
で
は
籾も
み

ま
き
の
準
備
を
し
た
。

ま
た
八
十
八
夜
が
す
ぎ
れ
ば
、
野
菜
な
ど
の
種
子
を
ま
く
と
よ
い
と

伝
え
ら
れ
て
い
る
。
農
家
の
減
少
に
よ
り
、
暦こ
よ
みと

し
て
の
八
十
八
夜

と
認
識
す
る
こ
と
が
多
い
。

　
田
植
休
み　
六
月
下
旬
か
ら
七
月
初
め
に
か
け
て
、
多
人
数
で
お

こ
な
う
田
植
え
が
終
了
す
る
と
、
体
を
休
め
る
た
め
「
田
植
休
み
」

と
い
っ
て
休
日
（
遊
び
日
）
と
し
、
ど
の
家
で
も
ご
ち
そ
う
を
つ
く
っ

た
。
二
毛
作
を
せ
ず
田
植
え
時
期
が
早
く
な
り
（
六
月
中
旬
）、
機
械

化
が
進
む
と
、
こ
の
よ
う
な
考
え
は
少
な
く
な
っ
た
。

　
虫
送
り　
「
ウ
ン
カ
オ
ク
リ
」
と
も
い
い
、
水
田
の
害
虫
を
追
い
払

い
豊
年
を
祈
る
儀
礼
で
旧
暦
六
月
十
八
日
（
新
暦
七
月
中
旬
）
に
お

こ
な
わ
れ
て
い
た
。
平
安
末
期
の
武
将
で
平
家
に
仕
え
た
斉さ
い

藤と
う

実さ
ね

盛も
り

の
乗
る
馬
が
、
源
平
合
戦
の
際
に
稲
の
切
り
株
に
足
を
取
ら
れ
、
木き

曽そ

義よ
し

仲な
か

軍
に
討
た
れ
た
こ
と
を
恨
ん
で
田
の
害
虫
ウ
ン
カ
に
化
け
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
集
落
境
に
、
竹
に
し
め
縄

を
つ
け
た
も
の
を
立
て
て
虫
送
り
を
し
て
い
る
地
区
が
多
い
中
、
わ

ら
で
人
形
を
作
り
鉦か

ね

や
太
鼓
を
鳴
ら
し
な
が
ら
、
集
落
内
を
回
る
地

区
も
あ
る
（
第
三
編
第
六
章
第
二
節
）。

　
雨
乞
い
と
お
湿
り
祭
り　
七
、
八
月
ご
ろ
、
日
照
り
が
つ
づ
き
農

作
物
に
被
害
が
あ
る
よ
う
な
と
き
、
集
落
で
は
め
ぐ
み
の
雨
が
あ
る

よ
う
に
と
、
村
中
総
出
で
氏
神
様
に
お
参
り
を
し
た
。
そ
し
て
慈
雨

が
あ
れ
ば
、
一
斉
に
「
お
湿
り
祭
り
」
と
い
っ
て
祝
っ
た
。

　
厄
日
除
れ　
二
百
十
日
（
立
春
か
ら
数
え
て
二
百
十
日
目
。
新
暦

の
九
月
一
日
・
二
日
頃
）、
二
百
二
十
日
に
大
風
が
な
く
農
作
物
の
被

害
が
な
か
っ
た
年
は
、「
無
難
祝
い
」
と
も
い
っ
て
氏
神
様
に
お
礼
参

り
を
し
た
。
二
百
十
日
頃
、
竹
の
竿さ
お

の
先
に
鎌
を
つ
け
た
も
の
を
、

庭
の
木
に
南
向
き
で
結
び
つ
け
、
台
風
が
来
な
い
よ
う
、
来
て
も
被

害
が
少
な
い
よ
う
に
と
祈
っ
た
た
め
「
鎌
立
て
」
と
も
い
っ
た
。

　
恵え

比び

須す

講こ
う　

恵
比
須
（
恵
比
寿
）
は
、
お
も
に
商
家
の
神
と
し
て

祀
ら
れ
る
が
、
農
家
で
も
作
神
と
し
て
祀
ら
れ
旧
暦
十
月
二
十
日
を

農
家
の
、
旧
暦
十
一
月
二
十
日
を
商
家
の
恵
比
須
と
も
い
い
、
町
内

で
は
十
月
二
十
日
に
恵
比
須
大
黒
様
を
祀
っ
て
お
供
え
を
し
た
。
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正
月

　
鏡
餅
　
大
小
そ
れ
ぞ
れ
に
作
り
、
神
棚
・
仏
前
や
車
・
農
機
具
な
ど
に

お
供
え
を
し
ま
す
。
俵
餅
と
言
っ
て
、
そ
の
年
に
収
穫
し
た
俵
に
も
お
供

え
し
ま
し
た
。
農
具
は
、
年
末
に
洗
っ
て
一
か
所
に
集
め
て
切
餅
を
、
平

年
は
一
二
切
り
、
閏
う
る
う

年ど
し

は
一
三
切
り
、「
鍬く
わ

の
餅
」
と
言
っ
て
供
え
ま
し

た
。

　
餅
つ
き
　
戦
後
、
農
家
の
暮
ら
し
は
よ
く
な
く
て
、
ぬ
か
米
ば
か
り
で

作
っ
た
餅
で
、
三
が
日
ぐ
ら
い
し
か
食
べ
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
と
は
粉
餅

と
い
っ
て
、
ぬ
か
米
の
く
ず
米
の
く
ず
を
粉
に
ひ
い
た
も
の
の
中
に
つ
な

ぎ
と
し
て
ぬ
か
米
を
少
し
入
れ
て
搗つ

い
て
作
っ
た
物
を
食
べ
ま
し
た
。

　
行
事
　
元
旦
は
、
戸
主
が
若
水
を
汲く

ん
で
餅
を
煮
ま
し
た
。
朝
、
早
出

で
氏
神
様
に
参
拝
し
、
大
縣
神
社
、
続
け
て
尾
張
三
山
（
本
宮
山
・
白
山
・

尾
張
富
士
）
を
巡
り
昼
頃
帰
宅
し
ま
し
た
。

　
二
日
は
仕
事
始
め
。
藁わ
ら

細
工
の
藁
を
「
打
ち
始
め
」
と
言
い
、
家
で
小

枝
に
餅
を
刺
し
て
色
を
付
け
、
花
餅
を
飾
り
ま
し
た
。
七
日
は
七
日
正
月

と
し
て
本
来
は
七
草
が
ゆ
を
食
べ
ま
す
が
、
七
草
が
揃
わ
な
い
の
で
、
菜な

粥が
ゆ

に
餅
を
入
れ
て
煮
ま
し
た
。
十
四
日
は
左
義
長
で
、
皆
が
青
竹
を
持
ち

寄
り
、
正
月
飾
り
や
古
札
、
書
初
め
な
ど
燃
や
し
て
、
そ
の
火
で
菱
餅
を

焼
い
て
食
べ
ま
し
た
。
十
五
日
は
、
十
五
日
正
月
と
し
て
、
小
豆
粥
に
餅

を
入
れ
て
煮
て
食
べ
ま
し
た
。
還
暦
の
人
が
赤
い
頭
巾
を
か
ぶ
っ
て
お
ま

い
り
に
行
く
姿
が
あ
り
ま
し
た
。�

（
昭
和
十
一
年
生
ま
れ
）

盂う

蘭ら

盆ぼ
ん

　
集
落
で
は
養
蚕
が
盛
ん
で
、
八
月
頃
ま
で
何
回
も
蚕
を
飼
う
の
で
、
盆

は
九
月
の
初
め
で
し
た
。
戦
争
が
終
わ
っ
て
し
ば
ら
く
の
間
は
、
妙
徳
寺

の
境
内
に
櫓
や
ぐ
ら

を
組
ん
で
青
年
会
・
婦
人
会
が
中
心
で
盆
踊
り
を
し
て
い
ま

し
た
。
老
若
男
女
が
輪
に
な
っ
て
木
曽
節
・
大
口
音
頭
・
名
古
屋
囃ば
や

子し

・

炭
坑
節
な
ど
交
代
で
歌
い
地
声
に
合
わ
せ
て
遅
く
ま
で
踊
っ
て
い
ま
し
た
。

私
達
男
の
子
は
盆
踊
り
の
輪
に
入
る
の
が
照
れ
く
さ
く
て
、
境
内
を
走
り

ま
く
っ
て
、
た
だ
ワ
イ
ワ
イ
騒
い
で
い
る
だ
け
で
し
た
。
そ
れ
で
も
毎
年

お
盆
が
近
づ
き
、
宵
や
み
に
踊
り
唄
が
聞
こ
え
て
く
る
と
何
と
な
く
わ
く

わ
く
し
ま
し
た
。
こ
の
当
時
、
集
落
で
は
催
し
物
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
の

で
、
盆
踊
り
は
大
勢
の
人
達
で
賑
わ
い
ま
し
た
。

　
八
月
三
十
一
日
の
夕
方
、
お
迎
え
し
た
先
祖
の
霊
前
に
茄な

子す

・
き
ゅ
う

り
・
果
物
・
ご
飯
な
ど
を
供
え
、
木
魚
を
た
た
い
て
念
仏
を
唱
え
て
い
ま

し
た
。
九
月
一
日
に
は
親
戚
が
集
ま
り
、
お
寺
や
お
墓
参
り
に
出
か
け
ま

し
た
。
九
月
二
日
夕
方
に
は
お
精
霊
様
を
近
く
の
五
条
川
へ
流
す
行
事
が

あ
り
ま
し
た
。
親
父
達
が
藁
舟
に
お
供
え
物
の
果
実
な
ど
を
乗
せ
て
、
ぼ

ん
ぼ
り
に
ロ
ウ
ソ
ク
を
灯
し
、
祖
先
の
霊
を
お
送
り
し
て
い
ま
し
た
。
子

ど
も
の
頃
、
い
つ
も
近
所
の
小
川
で
魚
取
り
に
夢
中
だ
っ
た
が
、
お
盆
の

三
が
日
は
、
殺
生
は
厳
禁
と
祖
母
か
ら
よ
く
諭
さ
れ
ま
し
た
。

�

（
昭
和
十
一
年
生
ま
れ
）
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湯
の
花
の
神
事

　
秋
田
長
桜
地
区
の
天
神
社
で
、
毎
年
秋
祭
り
の
日
に
行
わ
れ
、
町
指
定

文
化
財
と
な
っ
て
い
る
（
第
三
編
第
六
章
第
二
節
）。

　
こ
の
地
区
で
は
秋
祭
り
の
こ
と
を
「
お
い
だ
て
」
と
呼
ん
で
い
た
。「
お

い
だ
て
」
と
は
湯ゆ

立だ
て

神
事
の
こ
と
で
、
元
来
、
禊み
そ
ぎの

一
形
態
と
し
て
神
前

で
湯
を
沸
か
し
神
意
を
問
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
神
楽
と
結
び
つ
い
て

湯
立
神
楽
と
な
り
、
湯
を
神
々
に
献
上
し
、
舞
う
人
自
身
や
参
詣
す
る

人
々
に
清
め
と
し
て
振
り
か
け
る
こ
と
も
あ
る
。

　
天
神
社
で
は
、
神
事
の
一
週
間
前
に
、
役
員
に
よ
っ
て
か
ま
ど
が
拝
殿

東
側
に
掘
ら
れ
、
湯
立
の
当
番
を
決
め
る
。
当
番
は
、
地
区
全
戸
の
名
前

を
書
い
た
小
さ
い
紙
を
丸
め
て
三さ
ん

方ぽ
う

に
の
せ
、
御ご

幣へ
い

で
そ
の
上
を
な
で
た

時
に
付
い
て
き
た
紙
で
決
め
る
。
こ
れ
を
符ふ

上あ

げ
と
い
い
、
神
前
で
お
こ

な
う
。

　
神
事
当
日
は
、
当
番
が
か
ま
ど
に
釜
を
か
け
、
一
年
「
ま
め
」
に
暮
ら

せ
る
よ
う
に
と
、
そ
の
年
に
収
穫
し
た
豆
木
と
藁
で
炊
き
つ
け
て
湯
を
沸

か
す
。
普
段
使
う
蓋
で
は
、
釜
の
中
が
暗
く
な
り
縁
起
が
悪
い
た
め
、
新

藁
で
十
二
段
に
編
ん
だ
隙
間
の
あ
る
蓋
を
作
り
、
落
し
蓋
と
す
る
。
こ
う

し
て
沸
か
し
た
湯
と
、
山
海
の
珍
味
を
神
前
に
供
え
、
神
楽
を
奉
納
す
る
。

そ
の
後
、
供
え
た
湯
を
釜
に
戻
し
、
神
主
が
最
初
に
湯
を
飲
み
、
氏
子
も

続
い
て
湯
を
飲
ん
で
無
病
息
災
を
願
う
。

精
霊
流
し

　
盆
行
事
の
最
後
を
締
め
く
く
る
精
霊
送
り
は
、
盆
の
期
間
中
に
供
え
た

供
え
物
や
ナ
ス
の
馬
な
ど
を
川
や
海
に
流
す
の
が
一
般
的
な
方
法
で
あ
る
。

町
内
で
は
、
八
月
十
五
日
、
タ
方
に
な
る
と
各
家
の
庭
で
送
り
火
の
松た
い

明ま
つ

を
焚た

く
。
そ
し
て
、
麦
藁
で
作
っ
た
舟
形
に
蓮
の
葉
を
敷
い
て
お
供
え
を

の
せ
、
松
明
を
灯
し
て
近
く
の
川
へ
流
し
た
（
３
―
４
―
14
・
15
）。
こ
れ
を

「
精
霊
流
し
」
と
呼
び
、
お
盆
の
最
後
に
お
こ
な
う
行
事
で
あ
っ
た
。

　
の
ち
環
境
に
配
慮
し
、
川
へ
流
す
こ
と
は
な
く
な
っ
た
が
、
一
九
八
四

（
昭
和
五
十
九
）
年
か
ら
一
九
九
二
（
平
成
四
）
年
の
『
広
報
お
お
ぐ
ち
』

八
月
号
に
は
、
毎
回
「
精
霊
流
し
を
自
粛
し
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
お
願
い
が

掲
載
さ
れ
た
。
毎
年
掲
載
さ
れ
た
の
は
、
当
時
、
伝
統
的
な
行
事
へ
の
想

い
の
深
さ
か
ら
、
川
に
流
す
行
為
が
や
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

3-4-15　よのばしの上から見た
精霊流し　伊藤泰一氏・画

3-4-14　精霊舟
（大口町歴史民俗資料館所蔵）
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お
日
待

　
「
オ
ヒ
マ
チ
」
も
し
く
は
「
日
待
」
は
、
あ
る
特
定
の
日
に
人
々
が
集

ま
っ
て
籠
も
り
明
か
す
行
事
の
こ
と
で
、
朝
日
を
拝
ん
で
散
会
す
る
。
人
々

と
は
集
落
内
の
役
職
者
・
講
な
ど
特
定
の
人
物
が
、
集
落
の
決
め
事
・
相

談
事
や
講
の
行
事
を
兼
ね
て
行
う
こ
と
が
多
い
。
町
内
に
お
い
て
は
、『
大

口
村
誌
』
に
「
正
月
の
中
か
二
月
の
初
め
に
お
日
待
と
い
っ
て
各
組
毎
に

各
戸
一
人
ず
つ
出
て
会
食
を
す
る
。
こ
れ
は
、
も
と
日
の
神
の
お
祭
り
を

し
て
そ
の
祝
い
に
ご
馳ち

走そ
う
し
た
の
が
現
今
の
ご
と
く
と
な
っ
た
」
と
記
さ

れ
て
い
る
。

　
秋
田
の
宗そ
う

雲う
ん

地
区
で
は
二
〇
一
九
年
現
在
、
二
〇
軒
ほ
ど
が
参
加
し
、

二
月
と
十
月
下
旬
の
夕
方
か
ら
禰ね

宜ぎ

さ
ん
の
祈き

禱と
う

の
あ
と
会
食
を
す
る
。

　
昔
は
、
五
目
御
飯
を
炊
き
、
夜
を
徹
し
て
お
祭
り
を
祝
い
、
飲
食
と
会

話
で
一
層
の
親
交
を
深
め
た
。
夜
が
明
け
る
と
全
員
で
朝
日
を
拝
み
、
豊

作
と
家
内
安
全
を
祈
願
し
た
。
地
区
に
よ
っ
て
は
、
禰
宜
さ
ん
で
は
な
く

お
坊
さ
ん
に
お
願
い
し
、
食
事
も
一
人
で
一
升
を
一
晩
か
け
て
ゆ
っ
く
り

食
べ
な
が
ら
作
物
の
話
を
し
た
と
聞
く
。
宗
雲
で
は
、
今
で
も
禰
宜
さ
ん

を
呼
ん
で
ご
祈
禱
を
お
願
い
す
る
が
、
食
事
は
割
り
子
を
頼
み
、
夜
遅
く

な
る
前
に
は
終
了
す
る
。
二
月
は
農
作
祈
願
と
農
作
業
の
安
全
、
十
月
は

豊
作
御
礼
と
家
内
安
全
を
願
い
、
年
間
二
回
に
分
け
て
「
お
日
待
」
の
ご

祈
禱
を
お
こ
な
っ
て
い
る
が
、
禰
宜
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
宗
雲
以
外
で
は
頼

ま
れ
な
く
な
っ
て
久
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

山
の
講
（
山
の
子
）

　
「
ヤ
マ
ノ
コ
」
と
も
呼
ば
れ
る
民
間
信
仰
の
一
つ
で
あ
り
、
旧
暦
二
月

七
日
と
十
一
月
七
日
に
執
り
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
の
日
は
山
へ
入
っ
て
木

を
伐
っ
て
は
い
け
な
い
、
山
へ
入
る
と
怪
我
を
す
る
と
し
て
、
山
仕
事
や
、

大
工
・
指
物
屋
な
ど
、
木
材
を
使
う
仕
事
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。

　
『
大
口
町
史
』
に
よ
る
と
、
山
の
講
も
し
く
は
山
の
子
と
呼
ば
れ
、
材

木
屋
・
大
工
職
人
・
山
仕
事
な
ど
を
生
業
と
す
る
人
が
山
の
神
に
感
謝
し

て
赤
飯
・
ボ
タ
モ
チ
な
ど
を
お
供
え
し
、
一
日
仕
事
を
休
ん
だ
と
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、「
山
ノ
神
」・「
山
神
」
と
刻
ん
だ
石
碑
が
、
田
の
あ
ぜ
道
・

塚
の
上
・
辻
な
ど
に
祀
ら
れ
て
い
た
。

　
尾
張
東
部
で
は
、
春
は
山
か
ら
田
に
、
秋
は
田
か
ら
山
に
入
る
と
い
う

山
の
神
と
田
の
神
の
交
代
が
伝
承
さ
れ
て
お
り
、
町
内
で
も
同
様
な
信
仰

が
存
在
し
た
。
こ
の
た
め
、
山
や
木
に
直
接
関
係
の
な
い
集
落
で
も
旧
暦

十
一
月
は
田
の
神
と
し
て
参
り
、
二
月
は
山
の
神
と
し
て
祀
ら
れ
た
。

　
信
仰
の
痕
跡
と
し
て
、
二
〇
二
三
年
現
在
で
も
山
の
神
に
ま
つ
わ
る
石

碑
が
集
落
ご
と
に
確
認
で
き
る
が
、
集
落
内
の
各
所
で
は
な
く
、
そ
の
ほ

と
ん
ど
が
御
嶽
信
仰
な
ど
、
他
の
信
仰
に
ま
つ
わ
る
石
碑
と
と
も
に
、
神

社
・
寺
院
の
境
内
で
確
認
で
き
る
。「
山
の
神
」
自
体
を
祭
神
と
す
る
神

社
も
豊
田
地
区
に
所
在
し
て
お
り
（
第
三
編
第
三
章
第
一
節
）、
信
仰
の

深
さ
が
う
か
が
え
る
。
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三
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汗
か
き
地
蔵
（
長
松
寺
・
鋳
鉄
地
蔵
菩
薩
立
像
）

　

一
六
九
五
（
元
禄
八
）
年
正
月
、
鉄
の
お
地
蔵
さ
ま
が
汗
を
か
い

て
い
た
。
そ
の
夏
、
日
照
り
が
続
き
、
村
人
は
お
地
蔵
様
に
雨
ご
い

祈
願
を
し
た
と
こ
ろ
雨
が
降
っ
た
と
い
う
。
こ
の
時
、
村
人
は
正
月

に
お
地
蔵
さ
ま
が
汗
を
か
い
て
い
た
の
は
、
村
に
難
儀
が
あ
る
こ
と

を
知
ら
せ
て
く
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
以
来
「
汗
か
き
地
蔵
」

と
呼
び
大
切
に
し
た
と
い
う
（
第
三
編
第
六
章
第
一
節
）。

小
平
治
弘
法
（
長
松
寺
）

　

大
屋
敷
本
郷
に
住
ん
で
い
た
野
田
小
平
治
は
、
大
工
職
人
で
あ
っ

た
が
、
酒
や
「
バ
ク
チ
」
を
好
み
無
頼
の
者
と
も
付
き
合
い
が
あ
り
、

近
所
の
人
々
に
と
て
も
嫌
わ
れ
て
い
た
。

　

あ
る
年
、
バ
ク
チ
場
か
ら
酒
に
酔
っ
て
帰
る
途
中
、
小
川
に
か
か
っ

た
木
橋
が
長
雨
で
流
さ
れ
て
い
る
の
を
見
て
、
小
平
治
は
地
元
の
有

力
者
に
橋
の
修
理
を
強
く
進
言
し
た
が
、
日
ご
ろ
の
素
行
の
悪
さ
か

ら
「
大
工
な
の
だ
か
ら
自
分
で
何
と
か
す
れ
ば
い
い
」
と
相
手
に
さ

れ
な
か
っ
た
。
小
平
治
は
、
少
し
の
洪
水
で
も
橋
が
流
さ
れ
村
人
が

困
る
姿
を
思
い
、
村
中
の
橋
を
石
橋
に
し
よ
う
と
決
心
し
た
。
日
本

各
地
の
弘
法
大
師
霊
場
を
巡
拝
し
な
が
ら
苦
労
し
て
多
く
の
浄
財
を

集
め
、
そ
の
お
金
で
十
一
か
所
の
木
橋
を
石
橋
に
架
け
替
え
た
。

　

そ
れ
以
来
、
小
平
治
は
村
人
の
尊
敬
を
受
け
る
よ
う
に
な
り
、
一

九
〇
〇
（
明
治
三
十
三
）
年
、
村
人
に
惜
し
ま
れ
て
亡
く
な
っ
た
。

戒
名
は
、
覚
翁
大
師
と
い
う
。
の
ち
に
小
平
治
の
墓
を
訪
ね
る
人
々

が
増
え
る
と
、
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
、
村
人
有
志
に
よ
っ
て
長

松
寺
境
内
に
小
平
治
の
霊
を
ま
つ
る
石
碑
を
建
立
し
「
小
平
治
弘
法
」

と
名
付
け
た
。
ま
た
、
碑
の
上
部
に
刻
ま
れ
た
弘
法
大
師
像
に
触
れ

た
ら
眼
病
が
治
っ
た
と
い
う
人
も
現
れ
た
た
め
、「
目
た
た
き
弘
法
」

と
呼
ば
れ
、
多
く
の
参
拝
者
が
あ
っ
た
と
い
う
（
3
―
4
―
16
）。

　

碑
文

　

覚
翁
之
碑

　
　

野
田
小
平
治
晩
年
深
信
大
師
行
脚
諸
国
明
治
十
八
年
帰
郷
投

　
　

私
財
架
石
橋
拾
壹
個
所
以
便
行
人
奉
安
大
師
家
信
仰
最
厚
遠

　
　

近
做
之
者
夛
遂
光
明
講
為
基
明
治
三
十
三
年
八
十
七
歳
歿

3-4-16　覚翁之碑
（小平治弘法）（2022年撮影）

高：155cm　幅：69cm
厚：13cm
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山や
ま

姥ん
ば

物
語
（
徳
林
寺
）

　

羽
黒
村
の
住
人
で
弓
矢
の
達
人
・
福
富
新
蔵
国
平
が
、
夜
に
本
宮

山
で
狩
り
を
し
て
い
る
と
白
髪
を
振
り
乱
し
た
山
姥
に
遭
遇
し
、
退

治
せ
ね
ば
と
弓
矢
を
放
っ
た
。
矢
は
山
姥
に
命
中
す
る
が
、
た
ち
ま

ち
霧
に
包
ま
れ
て
し
ま
い
、
霧
が
晴
れ
る
夜
明
け
を
待
っ
て
山
姥
の

血
の
跡
を
た
ど
る
と
、
余
野
村
に
住
む
友
人
の
小
池
与
八
郎
の
家
ま

で
続
い
て
い
た
。
そ
こ
で
、
新
蔵
と
与
八
郎
は
妻
の
玉
姫
が
山
姥
で

あ
る
こ
と
を
知
る
。
山
姥
は
行
方
不
明
と
な
っ
た
。
時
が
た
ち
、
与

八
郎
の
子
・
京
丸
は
、
母
が
な
い
こ
と
を
寂
し
く
思
い
、
父
に
尋
ね

て
も
「
病
で
亡
く
な
っ
た
」
と
し
か
答
え
な
い
。
京
丸
が
元
服
し
小

池
与
八
郎
貞
宗
と
名
乗
る
と
、
父
か
ら
真
実
を
明
か
さ
れ
た
。
更
に

時
が
過
ぎ
た
一
二
九
四
（
永
仁
二
）
年
八
月
、
母
の
二
十
三
回
忌
の

法
要
を
営
ん
だ
折
、
貞
宗
は
、
母
の
菩ぼ

提だ
い

を
弔
う
た
め
に
徳
蓮
寺
を

建
立
し
た
と
伝
え
ら
れ
、
そ
の
後
に
再
建
さ
れ
た
徳
林
寺
は
「
山
姥

寺
」
と
も
言
わ
れ
て
い
る
（
３
―
４
―
17
）。

お
ち
ょ
ぼ
稲
荷
古
里
の
宮
（
ニ
ツ
屋
地
内
）

　

昔
、
二
ツ
屋
地
内
に
住
ん
で
い
た
キ
ツ
ネ
が
、
た
び
た
び
村
人
を

苦
し
め
た
た
め
、
あ
る
山
伏
に
よ
っ
て
こ
の
地
に
住
む
こ
と
が
で
き

な
く
な
り
、
西
濃
（
現
岐
阜
県
西
部
）
に
移
住
し
た
。
の
ち
自
分
の

行
い
を
改
め
、
西
濃
の
人
々
の
た
め
に
つ
く
し
た
の
で
、
死
後
、
神

と
し
て
祀ま

つ

ら
れ
今
日
に
至
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
キ
ツ
ネ
が
、
あ
る
村
人
（
修
行
者
）
に
「
ふ
る
里
が
な
つ
か

し
い
」
と
語
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
集
落
の
人
々
が
集
ま
り
相
談
し

て
、
二
ツ
屋
地
内
に
一
九
六
四
年
十
月
「
お
ち
ょ
ぼ
稲
荷
古
里
の
宮
」

を
祀
り
、
の
ち
に
境
内
も
整
備
し

た
（
３
―
４
―
18
）。

　

二
ツ
屋
集
落
の
北
、「
字
西
狭

間
」
の
地
に
明
治
の
初
期
ま
で
塚

が
あ
り
、
こ
れ
を
「
オ
チ
ョ
ボ
塚
」

と
よ
ん
で
い
た
が
、
道
路
修
理
の

際
に
、
と
り
こ
わ
さ
れ
た
。
こ
の

塚
に
住
ん
で
い
た
の
が
「
オ
チ
ョ

ボ
キ
ツ
ネ
」
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
る
。

3-4-17　「山姥寺」と刻まれた石柱
（2022年撮影）

3-4-18　おちょぼ稲荷古里の宮（2022年撮影）
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六ろ
く

部べ

橋ば
し

（
中
小
口
地
内
）

　

中
小
口
地
内
の
五
条
川
に
架
け
ら
れ
て
い
る
六
部
橋
に
は
、
次
の

よ
う
な
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

昔
、
六ろ
く

部ぶ

が
、
こ
の
地
に
来
て
住
み
着
き
、
住
人
の
苦
労
を
思
い

架
け
た
の
が
こ
の
橋
と
い
わ
れ
て
い
る
。
六
部
が
こ
の
橋
の
所
に
来

て
行
き
倒
れ
た
と
も
伝
わ
る
。
橋
の
西
側
に
は
、
六
部
の
供
養
碑
が

存
在
す
る
（
３
―
４
―
19
）。

　

六
部
と
は
、
六
十
六
部
廻か
い

国こ
く

聖ひ
じ
りの

略
称
で
、
日
本
全
国
六
六
か
国

を
め
ぐ
り
、
各
国
を
代
表
す
る
著
名
な
寺
社
に
『
法
華
経
』
一
部
を

奉
納
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
回
国
巡
礼
行
者
の
こ
と
で
あ
る
。
六

部
の
満
願
の
あ
か
つ
き
に
は
、
多
く
の
旦
那
の
寄
進
に
よ
っ
て
石
塔

を
建
て
る
風
習
が
あ
る
（
第
一
編
第
三
章
第
一
節
）。

　

碑
文

（
表
）　　

  

奉
納
大
乗
妙
典
六
部
回
国
供
養

（
右
側
面
）  

宝
暦
十
一
申
巳
年
青
春

（
裏
）　　

  

尾
州
丹
羽
郡
中
小
口
村　

願
主
導
善

（
宝
暦
十
一
年
は
、
西
暦
一
七
六
一
年
）

3-4-19　六部回国供養碑（左：右側面・右：正面）（2022年撮影）
高：100cm　幅：45cm　右側面：35cm
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山
え
ん
ね

　

余
野
地
区
の
伝
承
と
し
て
、「
山
え
ん
ね
」
と
呼
ば
れ
た
大
男
の
話

が
あ
る
。

　
「
山
え
ん
ね
」
は
、
酒
を
飲
む
と
他
人
の
家
に
入
り
食
料
を
食
い
散

ら
か
し
物
を
盗
み
、
畑
の
作
物
を
勝
手
に
と
る
な
ど
、
村
人
は
手
に

負
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
文
句
を
言
う
と
仕
返
し
が
あ
る
た
め
、

何
も
言
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
「
山
え
ん
ね
」
に
は
二
人
の
子
ど

も
が
い
た
の
で
、
村
人
た
ち
は
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
と
大
目
に
見

て
い
た
。

　

あ
る
年
の
夏
、
連
日
の
暑
さ
の
た
め
農
作
物
が
枯
れ
て
い
っ
た
。

そ
こ
で
、
大
切
に
し
て
い
る
わ
き
水
の
清
水
か
ら
、
村
人
た
ち
は
力

を
合
わ
せ
て
水
を
く
み
、
な
ん
と
か
枯
れ
な
い
よ
う
に
し
た
。
こ
の

努
力
に
よ
り
、
秋
に
は
生
活
で
き
る
程
度
の
収
穫
は
あ
っ
た
が
、
冬

を
越
せ
る
か
ど
う
か
は
不
安
だ
っ
た
。

　

冬
が
近
づ
い
て
も
、「
山
え
ん
ね
」
の
振
る
舞
い
は
変
わ
ら
な
か
っ

た
た
め
、
こ
れ
以
上
農
作
物
を
盗
ま
れ
る
と
冬
が
越
せ
な
い
と
困
り

果
て
た
村
人
た
ち
は
、
郡
代
に
「
山
え
ん
ね
」
を
捕
ま
え
て
も
ら
う

よ
う
願
い
出
た
。
し
か
し
、
郡
代
も
「
山
え
ん
ね
」
を
恐
れ
、
捕
ま

え
る
こ
と
を
た
め
ら
っ
た
。

　

こ
れ
以
上
「
山
え
ん
ね
」
の
振
る
舞
い
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
け

ば
、
自
分
た
ち
が
飢
え
死
に
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
村
人
た

ち
は
、
郡
代
は
頼
り
に
な
ら
な
い
の
で
、
夏
の
日
照
り
で
干
あ
が
っ

た
井
戸
に
「
山
え
ん
ね
」
を
閉
じ
込
め
よ
う
と
話
が
ま
と
ま
っ
た
。

　

翌
日
の
夜
、「
山
え
ん
ね
」
を
酒
が
飲
め
る
か
ら
と
誘
い
出
し
、
村

人
た
ち
は
井
戸
の
中
に
閉
じ
込
め
た
。
そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
す
る
と
、

「
山
え
ん
ね
」
は
村
人
た
ち
の
記
憶
か
ら
消
え
て
い
っ
た
が
、
村
で
不

審
な
火
事
が
起
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
火
の
な
い
と
こ
ろ
か
ら
煙
が

立
ち
の
ぼ
り
、
小
屋
や
母
屋
が
焼
か
れ
る
な
ど
、
村
人
た
ち
を
恐
怖

に
お
と
し
い
れ
た
。

　

そ
の
時
、
村
人
の
ひ
と
り
が
「
こ
れ
は
『
山
え
ん
ね
』
の
た
た
り

じ
ゃ
。
あ
の
と
き
の
仕
打
ち
を
恨
ん
で
、
あ
ち
こ
ち
に
火
を
つ
け
と

る
ん
じ
ゃ
」
と
話
し
た
。
村
人
た
ち
は
、「
山
え
ん
ね
」
の
供
養
や
子

ど
も
た
ち
の
健
康
、
村
の
安
全
を
祈
っ
て
地
蔵
を
祀
っ
た
。
そ
れ
か

ら
は
火
事
も
な
く
な
っ
た
と

言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
地
蔵

は
余
野
一
丁
目
地
内
の
道
路

沿
い
に
所
在
し
て
お
り
、
地

元
で
は
「
や
ま
え
も
ん
」
と

も
呼
ば
れ
て
い
る
（
３
―
４
―

20
）。

3-4-20　山えんね地蔵（2022年撮影）
台座に「山圓右エ門」とある。

高：100cm　幅：45cm　右側面：35cm
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裁
断
橋
物
語
（
堀
尾
跡
公
園
）

　

御
供
所
村
に
住
む
十
八
歳
の
堀
尾
金
助
は
、
豊
臣
秀
吉
に
よ
り
、
小

田
原
へ
出
陣
す
る
よ
う
命
令
を
受
け
た
。
一
五
九
〇
（
天
正
十
八
）
年

二
月
十
八
日
、
初
陣
と
な
る
金
助
は
、
母
と
と
も
に
熱
田
神
宮
で
祈
願

し
、
精
し
ょ
う

進じ
ん

川
に
架
か
る
裁さ
い

断だ
ん

橋ば
し

で
母
と
別
れ
小
田
原
へ
と
向
か
っ
た
。

　

戦
が
終
わ
り
出
陣
し
た
人
々
が
家
に
帰
っ
て
く
る
が
、
そ
の
中
に

金
助
の
姿
は
無
い
。
し
ば
ら
く
し
て
知
り
合
い
の
僧
が
母
を
訪
ね
、

金
助
は
陣
中
で
亡
く
な
っ
た
と
伝
え
た
。
母
は
嘆
き
悲
し
み
、
念
仏

を
唱
え
る
日
々
を
過
ご
す
。
あ
る
日
、
金
助
と
最
期
の
別
れ
と
な
っ

た
裁
断
橋
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、
橋
の
架
け
替
え
時
と
い
う
話
を
耳
に

し
た
。
母
は
、
息
子
の
供
養
に
と
財
産
や
田
畑
を
投
げ
う
っ
て
橋
の

架
け
替
え
を
始
め
る
。

　

金
助
が
亡
く
な
っ
た
翌
年
に
橋
は
完
成
し
、
橋
の
安
全
・
無
事
を

願
う
儀
式
に
は
多
く
の
人
が
集
ま
っ
た
。
そ
こ
で
母
に
金
助
の
最
期

を
知
ら
せ
た
僧
が
、
架
け
替
え
の
経
緯
を
話
し
た
と
こ
ろ
、
人
々
は

大
い
に
心
を
打
た
れ
た
。
し
か
し
、
十
年
、
二
十
年
と
時
が
流
れ
る

と
、
金
助
と
そ
の
母
の
話
も
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
。

　

金
助
の
母
は
年
を
重
ね
、
裁
断
橋
を
訪
れ
て
も
金
助
の
話
を
す
る

人
は
誰
も
お
ら
ず
、
橋
は
す
っ
か
り
朽
ち
果
て
て
し
ま
っ
た
。
こ
の

様
子
を
見
た
母
は
、
金
助
の
三
十
三
回
忌
に
あ
わ
せ
、
も
う
一
度
架

け
替
え
、
橋
の
擬ぎ

宝ぼ

珠し

に
自
分
の
想
い
を
彫
る
こ
と
に
し
た
。

　

金
助
の
三
十
三
回
忌
に
あ
た
る
一
六
二
二
（
元
和
八
）
年
、
悲
願

で
あ
る
裁
断
橋
が
完
成
し
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
金
助
の
母
の
姿
は

無
か
っ
た
。
母
は
完
成
を
見
る
こ
と
な
く
、
前
年
に
亡
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
母
の
想
い
は
、
擬
宝
珠
に
刻
ま
れ
、
末

永
く
語
り
継
が
れ
て
い
る
。

　

裁
断
橋
は
、
一
九
二
六
年
に
精
進
川
の
埋
め
立
て
に
よ
り
撤
去
さ

れ
て
し
ま
っ
た
が
、
一
九
九
六
（
平
成
八
）
年
、
堀
尾
跡
公
園
に
擬

宝
珠
と
と
も
に
復
元
し
た
（
第
二
編
序
章
第
二
節
）。
擬
宝
珠
の
実
物

は
、
名
古
屋
市
指
定
文
化
財
と
な
っ
て
お
り
、
計
四
つ
の
う
ち
三
つ

は
漢
文
、
一
つ
は
仮
名
文
で
刻
ま
れ
て
い
る
。

　

擬
宝
珠
銘
文
（
仮
名
文
）

　
　

て
ん
し
や
う
十
八
ね
ん
二
月　

十
八
日
に
を
だ
は
ら
へ
の

　
　

御
ち
ん
ほ
り
を
き
ん
助
と　
　

申
十
八
に
な
り
た
る
子
を

　
　

た
ゝ
せ
て
よ
り
又
ふ
た
め　
　

と
も
見
さ
る
か
な
し
さ
の

　
　

あ
ま
り
に
い
ま
こ
の
は
し　
　

を
か
け
る
成
は
ゝ
の

　
　

身
に
は
ら
く
る
い
と　
　
　
　

も
な
り
そ
く
し
ん
し
や
う

　
　

ふ
つ
し
給
へ　
　
　
　
　
　
　

い
つ
か
ん
せ
い
し
ゆ
ん
と
後

　
　

の
よ
の
又
の
ち
ま
で
此　
　
　

か
き
つ
け
を
見
る
人
は

　
　

念
仏
申
給
へ
や
卅
三　
　
　
　

年
の
く
や
う
也
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