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大町市紋青委員会握供仁料持明富の持薬(長野県象形文化財)道祖持

仁
科
神
明
宮
の
神
楽

租
母
の
里
が
宮
本
に
あ
る
私
は
､
子
供
の
こ
ろ
神

明
宮
の
祭
に
は
か
な
ら
ず
祖
母
に
つ
い
て
行
っ
た
｡

秋
祭
の
狂
言
雌
子
キ
イ
タ
カ
､
キ
イ
タ
カ
､
キ
イ
タ

カ
シ
ョ
は
今
で
も
耳
の
底
に
残
っ
て
い
る
｡
神
楽
を

み
る
た
め
焼
き
た
で
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
ハ
ー
モ
ニ

カ
を
吹
く
よ
う
に
-
わ
え
で
､
人
ご
み
を
か
き
わ
け

で
石
段
を
一
気
に
か
け
上
り
三
の
鳥
居
を
-
ぐ
っ
て

神
楽
殿
の
庭
に
立
っ
た
も
の
だ
｡

お
宮
の
い
わ
れ
も
能
も
狂
言
も
わ
か
ら
な
い
子
供

だ
っ
た
が
､
賑
や
か
を
人
出
が
う
れ
し
-
神
楽
が
珍

ら
し
く
'
さ
れ
や
か
な
新
秋
が
楽
し
か
っ
た
｡
能
や

狂
言
を
観
る
年
令
に
な
っ
て
､
忘
れ
て
い
た
お
神
明

さ
ま
の
お
祭
に
気
づ
き
ハ
ッ
と
し
､
そ
こ
は
か
と
な

く
懐
し
い
ふ
る
さ
と
の
思
い
に
ひ
た
っ
た
｡

能
楽
と
い
え
ば
､
か
っ
て
大
和
の
春
日
社
を
は
じ

め
寺
社
の
催
能
に
参
勤
し
た
り
､
地
方
巡
行
を
し
て

い
た
旅
芸
人
の
一
団
に
す
ぎ
な
か
っ
た
世
阿
弥
父
子

が
､
室
町
将
軍
の
愛
顧
を
受
け
へ
大
衆
の
支
持
に
よ

っ
て
成
長
し
て
き
た
猿
楽
を
､
遂
に
優
艶
拳
闘
に
し

て
幽
玄
至
極
の
能
と
し
て
完
成
し
た
｡
足
利
義
満
は

将
軍
職
を
子
に
ゆ
す
り
､
顕
を
剃
り
'
北
山
に
絢
爛

た
る
金
閣
寺
を
造
営
し
て
､
後
小
松
天
皇
の
行
幸
を

仰
ぎ
､
世
阿
弥
父
子
の
能
を
天
覧
に
供
し
た
｡
時
に

応
永
十
五
年
(
一
四
〇
八
)
春
三
月
の
こ
と
で
あ
る

の
は
､
歴
史
に
示
さ
れ
た
瓶
や
け
る
日
で
あ
る
｡

わ
が
国
の
中
世
劇
を
代
表
す
る
能
楽
と
狂
言
と
が

今
日
ま
で
六
百
年
の
命
脈
を
も
ち
､
そ
の
流
れ
が
素

朴
を
形
で
仁
科
神
明
宮
に
あ
る
｡
こ
の
不
滅
の
火
を

守
り
つ
づ
け
で
き
た
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
の

地
方
の
人
々
の
清
い
信
仰
へ
深
い
愛
情
､
そ
し
て
信

実
を
求
め
る
心
で
は
を
か
ろ
う
か
｡
も
の
さ
び
た
社

殿
､
静
か
在
社
叢
､
夢
勾
能
の
謡
､
古
式
ゆ
か
し
い

笛
太
鼓
の
雌
'
そ
こ
に
生
々
流
転
の
歴
史
と
生
き
て

る
命
の
悦
び
を
感
じ
る
｡

(
関
　
益
雄
･
大
町
市
教
育
次
長
)
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仁科神明害(国宝)

仁
科
神
明
宮
の
神
楽

一
､
仁
科
神
明
宮
と
神
楽

仁
科
神
明
宮
は
長
野
県
大
町
市
大
字
社
の
宮
本
部

落
の
産
土
神
で
､
千
古
う
つ
蒼
と
し
た
宮
山
の
森
に

抱
か
れ
て
鎮
座
し
て
お
り
､
明
治
維
新
ま
で
は
仁
科

六
十
六
郷
の
惣
社
と
し
て
崇
敬
さ
れ
て
ま
い
り
ま
し

た
｡
御
祭
神
は
天
照
皇
大
神
一
桂
で
あ
り
ま
し
て
神

宮
神
領
で
あ
る
仁
科
御
厨
(
杏
-
り
や
)
を
鎮
護
す

る
た
め
伊
勢
か
ら
勧
請
し
､
｢
御
厨
神
明
｣
と
も
い

お
れ
､
ほ
か
の
神
明
社
と
区
別
し
て
お
り
ま
す
｡
仁

横

　

沢

　

幸

　

男

科
御
厨
は
信
濃
で
は
最
も
古
い
御
厨
で
､
平
安
時
代

の
中
期
永
承
三
年
(
西
紀
一
〇
四
八
)
　
に
地
方
の
新

神
戸
(
に
い
か
ん
べ
)
を
朝
廷
か
ら
神
領
と
し
て
寄

進
し
'
そ
れ
が
衰
え
て
改
め
て
国
司
か
有
力
を
地
方

豪
族
が
御
厨
と
し
て
神
宮
に
寄
進
し
た
も
の
で
あ
ろ

ぅ
と
い
あ
れ
で
お
り
ま
す
｡
従
っ
て
御
厨
を
護
る
仁

科
神
明
宮
も
ま
た
創
建
以
来
位
置
を
変
え
る
こ
と
を

-
九
百
年
も
の
長
い
歴
史
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
推

測
さ
れ
て
お
り
ま
す
｡

創
建
当
時
の
こ
と
は
誰
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
､

そ
の
後
鎌
倉
室
町
報
国
の
長
い
時
代
に
わ
た

っ
て
仁
科
郷
の
豪
族
で
あ
り
朝
里
の
士
と
し

て
知
ら
れ
た
仁
科
氏
が
代
々
仁
科
御
厨
を
守

っ
て
神
役
を
怠
ら
ず
､
神
明
宮
の
祭
粕
に
奉

仕
し
て
郷
土
の
繁
栄
と
安
泰
に
力
を
致
し
て

釆
た
こ
と
は
歴
史
の
上
で
明
ら
か
を
と
こ
ろ

で
あ
り
ま
す
｡
そ
の
後
仁
科
氏
滅
ぶ
に
及
ん

で
は
戦
国
末
期
の
将
士
ま
た
仁
科
氏
に
倣
っ

て
神
明
宮
の
祭
祀
を
怠
ら
ず
､
江
戸
時
代
に

は
松
本
藩
主
代
々
の
祈
願
所
と
し
て
仁
科
氏

以
来
の
先
例
に
し
た
が
い
奉
仕
し
て
参
り
ま

し
た
｡当

社
は
創
建
以
来
伊
勢
神
宮
に
倣
っ
て
二

十
年
に
一
度
の
式
年
遷
宮
が
な
さ
れ
て
来
､

そ
の
都
度
納
め
ら
れ
た
標
札
は
永
和
二
年
へ

一
三
七
六
)
　
以
降
現
在
ま
で
一
枚
も
欠
け
る

こ
と
な
く
保
存
さ
れ
て
お
り
ま
す
｡

陸
物
の
う
ち
社
殿
は
寛
永
十
三
年
(
一
六

三
六
)
　
の
造
営
以
降
は
造

り
替
え
ず
に
式
年
こ
と
に

修
理
の
み
が
行
わ
れ
て
ま

い
り
ま
し
た
の
で
､
現
任

の
社
殿
は
実
に
究
永
十
二

笹
造
営
の
も
の
で
あ
り
'
神
明
造

り
と
し
て
は
わ
が
国
最
古
の
と
の

と
し
て
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
お
り

ま
す
っ
ま
た
へ
　
江
日
時
生
木
ま
で

の
陳
礼
二
十
L
枚
は
重
要
文
化
財

に
'
鎌
倉
時
代
作
と
い
わ
れ
る
鋼

製
御
正
体
(
み
し
ょ
-
た
い
･
懸

紘
)
　
十
六
両
は
重
要
文
化
財
ま
た

は
重
要
美
締
晶
に
､
御
神
木
で
樹

金
手
年
以
上
と
い
わ
れ
る
大
杉
は

園
の
大
黒
記
念
物
に
､
社
叢
は
県

の
大
雄
.
'
'
記
念
物
に
､
そ
れ
ぞ
れ
指

定
さ
れ
て
お
り
ま
す
一

仁
科
神
明
宮
は
式
年
遷
宮
を
は

じ
め
諸
祭
事
や
い
ろ
い
ろ
の
信
仰

習
俗
に
い
た
る
ま
で
､
き
れ
め
て

古
,
＼
か
ら
の
伝
統
を
伝
え
で
あ
り

ま
す
が
､
神
楽
も
そ
の
一
つ
で
あ

り
ま
し
て
昭
和
四
十
四
年
認
め
ら
れ
て
長
野
県
無
形

文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
｡
こ
の
神
楽
は
い
わ
ゆ

る
能
相
葉
で
県
下
に
は
他
に
類
例
が
を
ノ
＼
　
大
掛
り

で
あ
り
且
つ
立
派
で
あ
る
こ
と
が
指
定
の
根
拠
と
な

っ
た
も
の
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
｡

二
､
神
楽
の
種
類)

勺

.

･

'

し

仁
科
神
明
畠
の
神
楽
は
剣
之
鮮
･
嵩
声
相
楽
･
五

(

-

1

)

.

.

]

記

一

'

1

行
之
舞
･
水
継
･
幣
之
鮮
･
竜
神
神
楽
･
適
性
神
の

+
=
ブ
つ

己
屋
が
あ
り
､
江
声
時
代
末
期
ま
で
は
こ
の
ほ
か
大

蛇
が
あ
っ
た
と
記
録
に
伐
っ
て
お
り
ま
す
｡
神
楽
は

す
べ
て
面
､
装
束
を
つ
け
､
謡
曲
に
よ
っ
て
簡
素
な

が
ら
劇
を
潰
ず
る
も
の
と
､
鱈
の
み
の
も
の
と
が
あ

り
ま
す
二
　
舞
は
す
べ
て
の
神
楽
に
つ
け
ら
れ
て
お
り

古
式
ゆ
か
し
い
笛
と
太
鼓
の
雌
子
に
合
わ
せ
て
舞
わ

れ
ま
す
(
一

1
-
剣
之
舞

第
一
番
に
献
奏
さ
れ
祓
い
の
舞
と
も
い
わ
れ
て
お
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鯖持請.
ど山

り
ま
す
｡
双
手
に
剣
(
江
戸
時
代
末
期
よ
り
普
通
の

刀
を
持
っ
て
舞
う
勇
壮
な
一
人
舞
い
で
あ
り
ま
す
｡

神
楽
殿
が
西
向
き
で
あ
り
ま
す
た
め
西
方
を
神
前
と

し
､
西
よ
り
舞
い
始
め
西
束
北
南
と
舞
っ
て
'
艮
(

う
し
と
ら
)
の
方
位
を
も
舞
い
､
次
い
で
改
め
て
西

方
よ
り
北
艮
東
商
と
一
周
し
な
が
ら
西
方
に
戻
り
､

舞
い
納
め
ま
す
｡

以
下
殆
ん
ど
こ
の
形
を
基
本
と
し
て
舞
わ
れ
ま
す
｡

②
　
岩
戸
神
楽

仁
科
神
明
宮
の
神
楽
は
す
べ
て
神
話
に
よ
っ
て
作

ら
れ
て
お
り
ま
す
が
､
こ
の
岩
戸
神
楽
は
神
話
の
中

で
も
最
も
親
し
み
深
い
天
照
大
神
の
岩
戸
隠
れ
の
物

語
を
そ
の
ま
ま
に
演
じ
る
能
神
楽
で
あ
り
ま
し
て
へ

全
国
到
る
と
こ
ろ
で
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
､
こ
の

よ
う
に
謡
曲
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
る
も
の
は
他
に
例

が
な
い
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
｡

尉
(
じ
ょ
う
)
･
麻
(
ぬ
き
)
之
神
･
天
鋼
女
姫

命
･
天
子
力
男
命
･
天
照
大
神
を
ど
に
よ
っ
て
漬
せ

ら
れ
､
江
戸
時
代
は
か
が
り
火
が
焚
か
れ
た
と
い
う

記
録
が
あ
り
ま
す
が
､
現
在
は
そ
れ
が
行
あ
れ
て
い

な
い
の
は
残
念
で
す
｡

③
　
五
行
之
舞

こ
の
舞
は
天
地
万
物
の
源
を
開
い
た
神
々
の
舞
で

は
を
い
か
と
想
像
さ
れ
ま
す
｡
五
行
は
昔
中
国
か
ら

伝
え
ら
れ
た
学
説
で
､
木
･
火
･
金
･
水
･
土
の
五

つ
の
元
気
が
天
と
地
の
間
に
流
動
し
て
い
る
と
い
う

も
の
で
,
わ
が
国
で
は
こ
の
元
気
の
神
々
を
天
世
七

代
の
う
ち
か
ら
も
と
め
て
来
た
も
の
か
と
思
わ
れ
ま

す
∵
｣
れ
は
あ
と
の
道
租
神
の
謡
の
中
に
語
ら
れ
て

お
り
ま
す
｡

こ
の
神
楽
は
舞
の
み
で
､
五
人
の
神
々
が
そ
れ
ぞ

れ
色
に
よ
っ
て
識
別
さ
れ
て
お
り
､
最
初
に
土
の
神

が
黄
色
の
面
･
装
束
を
着
け
､
左
手
に
黄
色
の
幣
を

右
手
に
鈴
を
持
っ
て
中
央
に
位
置
し
'
以
下
木
の
神

(
青
色
･
東
方
｢
火
の
神
(
赤
色
･
南
方
)
'
金

の
神
(
白
色
･
西
方
)
､
水
の
神
(
黒
色
･
北
方
)

の
順
に
出
て
舞
い
ま
す
｡
大
変
珍
ら
し
く

し
か
も
立
派
を
舞
だ
と
専
門
家
も
い
わ
れ

ま
す
｡

④
　
水
継

演
技
者
は
二
人
で
､
尉
と
姫
が
で
て
高

天
原
天
之
真
名
井
の
水
を
申
し
下
ろ
し
御

湯
(
み
ゆ
)
神
楽
を
奏
す
る
と
い
う
も
の

で
､
姫
が
柄
杓
を
持
っ
て
水
を
汲
む
舞
が

見
も
の
で
あ
り
'
大
へ
ん
美
し
-
優
雅
で

気
品
あ
ふ
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
｡

義
　
江
戸
時
代
ま
で
湯
立
の
神
事
が
あ
り
､

紀
こ
の
と
き
揚
立
神
楽
が
奏
せ
ら
れ
た
と
伝

五
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
の
は
､
こ
の
神
楽
の

こ
と
で
は
を
い
か
と
想
像
さ
れ
ま
す
｡

⑤
　
幣
の
舞

右
手
に
剣
(
現
在
は
刀
)
左
手
に
白
幣

を
持
っ
て
舞
う
殻
い
の
舞
で
あ
り
ま
す
｡

剣
之
舞
と
ほ
ぼ
同
形
で
は
あ
り
ま
す
が
や

や
簡
単
を
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
｡

⑥
　
竜
神

こ
れ
は
岩
戸
神
楽
と
と
も
に
仁
科
神
明

宮
の
代
表
的
を
神
楽
で
あ
り
ま
す
｡
神
話

の
海
事
山
幸
の
物
語
の
一
部
を
も
っ
て
作

ら
れ
､
最
も
複
雑
な
劇
を
構
成
し
て
お
り
ま
す
∵
詫

楽
の
詞
輩
は
能
楽
十
王
の
井
｣
と
殆
ん
ど
同
じ
で
あ

り
ま
す
が
'
演
舞
者
の
動
作
は
能
楽
よ
り
も
ず
っ
と

簡
素
で
あ
り
､
闘
狂
言
で
滑
稽
さ
を
加
え
て
お
り
ま

す
｡
前
段
は
彦
大
火
出
先
哲
が
兄
か
ら
借
り
た
釣
針

を
尋
ね
て
海
中
に
入
り
渡
津
海
曹
へ
招
か
れ
る
様
を

中
人
狂
言
で
は
海
中
の
魚
た
ち
が
釣
針
を
探
し
出
す

様
を
､
後
段
は
前
段
の
三
年
後
釣
針
を
訪
ね
あ
て
た

尊
が
竜
神
の
娘
豊
玉
姫
と
の
契
り
を
交
わ
し
､
ワ
ニ

に
乗
っ
て
故
郷
に
帰
る
様
を
演
じ
､
最
後
に
竜
神
の

籍
が
行
わ
れ
ま
す
｡
通
神
の
舞
は
他
の
舞
と
形
に
違

い
は
あ
り
ま
せ
ん
が
､
激
し
い
動
作
が
特
徴
で
あ
り

ま
す
｡

⑦
　
道
祖
神

ぞ
う
ぎ
､
大
宝
の
周
答
が
行
わ
れ
:
て
の
聞
答
の

車
に
い
ろ
い
ろ
の
動
作
が
伴
を
い
ま
す
｡
そ
う
ぎ
は

天
照
大
神
よ
り
伝
わ
っ
た
欠
乏
別
海
弓
を
持
ち
二

張
の
弓
に
八
つ
の
矢
を
矧
ぎ
:
八
方
に
直
っ
て
放
つ

そ
の
失
地
に
落
ち
さ
る
う
ち
に
取
り
で
天
に
捧
ぐ
､

手
足
早
の
そ
う
ぎ
と
は
我
が
事
に
て
候
｣
と
名
乗
っ

て
お
り
､
大
宝
は
木
枠
を
持
っ
て
悪
随
を
打
ち
鎮
め

る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
､
天
下
泰
平
､
五
穀
豊
穣
･

悪
魔
退
散
を
祈
る
神
楽
で
あ
り
一
日
の
最
後
に
ふ
さ

お
し
い
勇
壮
を
神
楽
で
あ
り
ま
す
｡

ぞ
う
ぎ
ゃ
大
宝
に
つ
い
て
の
い
わ
れ
は
わ
か
っ
て

お
り
ま
せ
ん
が
､
大
宝
と
い
う
の
は
天
孫
降
臨
の
先

頭
に
立
ち
後
に
五
十
鈴
川
上
に
鎮
座
し
た
猿
田
彦
で

そ
う
ぎ
は
さ
え
の
か
み
(
巷
の
神
)
で
は
を
い
か
と

い
わ
れ
､
中
世
に
庚
申
の
日
に
猿
田
彦
を
配
り
道
祖

神
と
結
び
つ
け
た
庚
申
の
神
道
版
と
思
わ
れ
ま
す
一

三
､
神
楽
の
伝
統

仁
科
神
明
宮
の
祭
祀
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
神
楽
は

最
初
に
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
仁
科
民
時
代
か
ら

行
わ
れ
て
来
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
｡
仁

科
氏
時
代
か
ら
神
領
十
五
石
乃
至
二
十
三
石
を
も
ち

神
主
以
下
小
祝
･
湯
立
祝
神
楽
方
･
八
乙
女
･
小
委

敷
･
歌
上
を
ど
約
三
十
人
の
松
本
平
で
最
も
多
い
社

大
組
織
で
､
こ
の
中
に
多
-
の
神
楽
方
の
家
筋
が
あ

り
神
楽
が
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
は
疑
う
余
地
は
あ
り

ま
せ
ん
｡
し
か
し
現
在
行
わ
れ
て
い
る
神
楽
が
仁
科
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龍神神楽　織成の場

氏
時
代
か
ら
そ
の
ま
ま
伝
え
ら
れ
て
来
た
と
す
る
文

献
資
料
は
何
一
つ
発
見
さ
れ
凄
い
の
が
残
念
で
あ
り

ま
す
｡江

戸
時
代
に
至
り
ま
し
て
は
多
数
の
文
献
資
料
が

発
見
さ
れ
て
お
り
､
宮
本
村
中
の
全
戸
が
あ
た
か
も

社
人
の
よ
う
で
､
そ
の
た
め
諸
役
免
除
の
免
許
が
松

本
満
か
ら
出
て
お
り
ま
す
｡

往
古
か
ら
江
戸
時
代
末
ま
で
は
毎
年
春
祭
に
は
古

式
作
始
め
神
事
(
本
誌
昭
和
四
十
五
年
三
月
号
所
載

)
'
*
行
あ
れ
､
夏
祭
に
は
勇
壮
を
流
鏑
馬
(
や
ぶ
さ

め
)
　
の
神
事
が
行
わ
れ
､
正
月
､
三
月
､
九
月
､
十

二
月
に
祈
願
祭
や
御
戸
開
き
の
祭
が
あ
り
ま
し
た
｡

祈
願
祭
は
定
例
の
場
合
は
蒲
内
の
安
全
､
五
穀
豊

穣
'
満
主
の
武
運
長
久
を
祈
り
(
仁
科
民
時
代
は
領

内
ま
た
は
領
主
)
臨
時
の
場
合
は
吉
凶
事
や
雨
乞
を

始
め
､
流
行
病
の
退
散
へ
事
変
な
ど
に
際
し
て
行
わ
れ

と
き
に
よ
っ
て
は
諾
主
自
ら
参
拝
す
る
こ
と
も
し
ば

し
ば
あ
っ
た
こ
と
が
二
心
庄
屋
文
書
に
残
っ
て
お
り

ま
す
｡

神
楽
は
定
例
並
び
に
随

時
に
行
わ
れ
る
祈
願
祭
に

あ
た
り
､
そ
の
日
的
に
よ

り
二
　
二
の
神
楽
が
猷
奏

さ
れ
て
い
た
と
察
せ
ら
れ

現
在
の
よ
う
に
七
座
(
徳

時
は
八
座
)
　
の
神
楽
が
一

日
に
全
部
献
奏
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
ま

せ
ん
｡明

治
の
大
変
革
に
よ
っ

て
神
社
は
宮
本
村
氏
子
の

経
営
す
る
と
こ
ろ
と
な
り

ま
し
た
の
で
'
夏
祭
に
行

以
上
を
も
ち
ま
し
て
仁
科
神
明
宮
神
楽
の
説
明
を

終
り
た
い
と
存
じ
ま
す
が
､
思
う
に
往
古
よ
り
領
主

ま
た
は
藩
主
の
厚
い
庇
護
の
も
と
に
仁
科
六
十
六
郷

の
郷
民
の
清
い
信
仰
の
念
に
支
え
ら
れ
て
､
模
倣
し

創
造
し
伝
統
を
形
づ
く
っ
て
き
た
神
楽
で
あ
り
ま
す

か
ら
'
今
後
と
も
清
い
信
仰
の
念
と
愛
憎
と
信
実
の

心
と
に
よ
っ
て
保
存
繁
栄
が
な
さ
れ
る
も
の
と
確
信

し
祈
念
し
て
や
ま
な
い
次
第
で
あ
り
ま
す
｡

(
仁
科
神
明
宮
神
楽
保
存
会
会
長
)

あ
れ
た
流
鏑
馬
の
神
事
は
経
費
の
嵩
む
点
で
惜
し
く

も
こ
れ
を
廃
止
し
､
例
大
祭
は
期
日
も
九
月
十
六
日

の
秋
祭
と
し
､
こ
れ
ま
で
吉
凶
祈
願
の
際
行
あ
れ
で

き
た
神
楽
の
全
部
を
献
奏
す
る
こ
と
に
な
り
､
氏
子

内
の
青
年
男
子
(
長
男
)
　
に
よ
っ
て
奉
仕
さ
れ
る
制

度
が
決
ま
り
現
在
に
至
っ
て
お
り
ま
す
｡

近
年
農
村
の
事
情
も
変
り
青
年
の
家
に
留
ま

る
者
も
少
を
く
平
日
の
祭
り
は
困
難
と
な
り
､

敬
老
の
日
の
制
定
さ
れ
た
機
会
に
秋
祭
り
を
一

日
繰
上
げ
九
月
十
五
日
に
変
更
し
て
行
う
こ
と

に
な
り
ま
し
た
｡

な
お
､
こ
こ
で
三
日
触
れ
を
け
れ
ほ
な
ら
を

い
の
け
流
鏑
馬
の
神
事
で
あ
り
ま
す
｡
童
子
の

射
手
が
狩
衣
を
着
け
､
手
袋
･
行
橋
を
ど
射
手

装
束
に
身
を
固
め
､
太
刀
を
侃
き
､
扇
を
さ
し

重
藤
の
弓
を
も
ち
､
緑
に
は
征
矢
を
さ
し
､
綾

蘭
笠
を
被
り
､
騎
馬
し
て
出
､
神
社
境
内
に
あ

ら
か
じ
め
用
意
し
て
あ
る
三
か
所
の
的
を
古
式

に
則
っ
て
射
る
も
の
で
あ
り
ま
す
｡

こ
の
神
事
も
仁
科
氏
に
よ
っ
て
移
入
さ
れ
た

も
の
と
い
わ
れ
､
特
に
鎌
倉
時
代
の
遺
物
と
伝

え
ら
れ
て
お
り
ま
す
｡
江
戸
時
代
末
ま
で
は
大

町
の
若
一
王
子
神
社
(
王
子
大
権
現
)
と
一
体

と
な
り
夏
祭
を
と
り
お
こ
な
い
､
大
町
へ
宮
本

及
び
宮
奉
行
波
田
見
家
よ
り
各
々
一
騎
､
計
三

輪
が
出
て
､
毎
年
七
月
十
六
日
(
旧
六
月
十
六

日
)
　
に
は
仁
科
神
明
宮
で
､
翌
十
七
日
に
は
宮

本
か
ら
大
町
へ
繰
り
込
み
'
若
一
王
子
神
社
で
同
様

の
神
事
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
｡
古
い
文
献
な

ど
に
よ
り
ま
す
と
長
い
間
に
形
も
精
神
も
随
分
変
っ

て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
が
､
神
事
そ
の
も
の
は

廃
絶
す
る
こ
と
を
-
､
往
古
か
ら
一
貫
し
て
行
あ
れ

で
来
た
こ
と
は
疑
う
余
地
が
あ
り
ま
せ
ん
｡

現
在
七
月
十
七
日
の
若
一
王
子
神
社
の
例
祭
に
は

昔
を
が
ら
の
流
鏑
馬
の
神
事
が
賑
や
か
に
行
わ
れ
て

お
り
､
昭
和
四
十
六
年
十
二
月
大
町
市
の
無
形
文
化

財
に
指
定
さ
れ
､
年
と
と
も
に
盛
大
と
な
っ
て
お
り

ま
す
こ
と
は
､
ま
こ
と
に
喜
ば
し
い
こ
と
と
申
さ
ね

は
な
り
ま
せ
ん
｡

仁
科
神
明
宮
の
神
楽
が
､
ど
の
よ
う
な
系
統
に
属

し
'
ど
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
っ
て
今
日
に
至
っ
た

か
､
ま
た
ど
の
よ
う
に
し
て
今
日
の
よ
う
な
形
に
集

大
成
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
は
､
全
-
研
究
中
の
段

階
で
あ
り
､
今
後
に
残
さ
れ
た
大
き
を
そ
し
て
興
味

深
い
課
題
だ
と
思
わ
れ
ま
す
｡

㈲
伊
勢
神
宮
の
神
事
を
ど
と
の
関
係

㈲
神
事
節
会
､
神
社
祭
礼
､
仏
寺
大
法
会
な
ど
と

猿
楽
と
の
関
係
(
大
和
猿
楽
や
伊
勢
神
宮
猿
楽
)

㈲
仁
科
氏
文
化
の
一
端
と
し
て
神
楽

㈲
社
寺
の
猿
楽
と
武
家
の
猿
楽

㈲
地
方
庶
民
と
能
楽

㈲
出
雲
流
神
楽
と
の
関
係

な
ど
今
後
専
門
家
学
者
諸
先
生
の
お
教
え
を
ま
た
ね

ば
を
ら
ち
い
こ
と
と
深
く
期
待
し
て
お
り
ま
す
｡

図
書
紹
介

｢
カ
モ
シ
カ
日
記
｣
　
　
　
(
千
葉
彬
司
蕃
)

大
町
山
岳
博
物
館
が
カ
モ
シ
カ
の
飼
育
を
始
め
て

か
ら
す
で
に
十
六
年
に
な
る
｡
最
初
に
入
国
し
た
カ

モ
シ
カ
ー
岳
子
｣
は
飼
育
下
生
存
の
最
長
記
録
を
更

新
し
続
け
て
お
り
､
健
在
で
あ
る
｡
初
の
人
工
哺
育

成
功
例
で
あ
る
稚
カ
モ
シ
カ
｢
大
助
｣
と
若
く
し
て

保
護
受
入
れ
さ
れ
た
｢
あ
つ
子
｣
の
間
に
は
､
す
で

に
一
昨
年
､
昨
年
､
今
年
と
三
頭
の
子
ど
も
が
生
れ

一
碧
丸
に
育
っ
て
い
る
｡
当
館
で
の
出
生
第
一
号
の
｢

太
郎
｣
と
､
和
歌
山
県
か
ら
保
護
受
入
れ
さ
れ
人
工

哺
育
さ
れ
た
　
｢
和
歌
子
｣
と
の
間
に
も
､
こ
と
し
は

じ
め
て
子
ど
も
が
で
き
た
｡
｢
大
助
｣
の
孫
で
あ
る

長
い
困
難
を
道
程
で
は
あ
っ
た
が
､
当
館
の
カ
モ
シ

カ
保
護
増
殖
事
業
は
完
全
に
軌
道
に
乗
っ
た
｡

本
書
は
そ
の
試
行
錯
誤
の
時
代
か
ら
今
日
ま
で
の

カ
モ
シ
カ
飼
育
の
歩
み
を
追
っ
て
､
本
館
の
千
葉
彬

司
学
芸
員
が
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
｡
カ
モ
シ
カ
飼

育
技
術
に
関
す
る
デ
ー
タ
や
'
カ
モ
シ
カ
の
生
態
に

つ
い
て
の
多
く
の
知
見
が
示
さ
れ
て
い
る
が
､
こ
れ

ら
の
ほ
か
に
､
飼
育
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
エ
ピ
ソ
ー
ド

や
経
験
が
語
ら
れ
て
お
り
へ
一
般
の
読
者
に
も
楽
し

く
読
め
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
｡

(
毎
日
新
聞
社
発
行
　
五
四
〇
円
)
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