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俗

第

一
節
　
年
中
行
事

（
一
）

正
月
の
行
事

　
元

日
　
朝
早
く
若
水
を
汲
み
、
湯
に
わ
か
し
て
茶
や
梅
湯
を
飲
む
。
年
の

は
じ
め
の
日
か
ら
、
若
返

っ
て
働
か
れ
る
よ
う
と
の
願
い
で
あ
る
。
こ
の
水
を

汲
む
と
き
、
「何
汲
山
、
よ
ね
汲
山
、
黄
金
の
柄
杓

で
長
者
の
水
を
汲
む
」
と
、

健
康
と
富
貴
の
願
望
で
あ
る
。

　
妻
は
食
事
の
用
意
な
ど
せ
ず
、
「嬶

正
月
」
と
い
っ
て
主
と
し
て
男
が
炊
事
を

す
る
。

　
若
水
は
男
が
汲
む
(柳
津
)
。
朝
食
を
す
ま
し
て
、
年
賀

に
歩
く
(地
区
全
戸
)。

午
前
零
時
太
鼓
を
打

つ
と
参
詣
に
出

か
け
る
。

　
元
日
参
り
　
虚
空
蔵
様
に
お
参
り
を
し
、
「御
籤
」
を
ひ
い
て
今
年
の
運
命
を

占
う
。

　
六
区
か
ら
は
、
年
始
の
た
め
円
蔵
寺

に
参
り
御
用
帳
を
し
、
終
わ
っ
て
円
蔵
寺

で
年
賀

の
宴
を
催
し
、
座
席
は
年
齢
順
と
す
る
。
年
始
者
は
こ
の
と
き
、
次
々

に
め
ぐ
り
く
る
十
二
支
の
大
盃
の
酒
を
飲
み
廻
し
す
る
。
ま
た
各
集
落
で
は
、

村
の
鎮
守
に
参
拝
す
る
。

　

正

月

二
日

　

「
買

い
初

め

」

と

し

て
、

朝

う

す

暗

い
中

か

ら

戸

を

あ

け

て
売

り
始

め

る

。

一
番

先

に
来

た
人

に
は

、

た
く

さ

ん

の
景

品

が

つ
く

。

近
頃

は

、

初

荷

と

い

っ
て
、

旗

を

た

て

て
卸

屋

が

店

々

に
お

ろ

し

て

い
く

。

　

ま
た

「
仕

事

の
し

そ

め
」

と

し

て

、
馬

の
道

具

、

田
植

時

の
用

具

な
ど

を

つ

く

る
。

　

ま

た
山

神

参

り

を

す

る

。

山

し

め

と

し

て
、

藁

を
束

ね

そ

の
間

に
、

餅

、
麻

糸

、

門

松

、

田

作

な

ど

は

さ

み

、

帰

り

に
若

木

を

男

の
数

ほ
ど

切

っ
て

き

て

、

雪

の
上

に

た

て
る

(
西

山

)
。

　

正

月

三

日
　

「
不

成

日
」

と

い

っ
て
、

他

の
家

へ
の
訪

問

な

ど

を

し
な

い
で
、

家

に

い
る

。

　

ま

た

「
ト

ロ

ロ
メ

シ
」

を
食

べ
る
。

寿

命

の
長

く

な

る

よ

う

に

と

の
信

仰

で

あ

る
。

　

正
月

四

日
　

こ

の

日

は

、

虚

空
蔵

様

の
御

用
帳

日

で
、
参

詣

者

が

多

い
。

今

年

の
福

満

を
祈

願

す

る

も

の

で
あ

る

。

　

ま

た
若

夫

婦

は

、

正

月

礼

に
生

家

へ
ゆ

く

。

　

正

月

七

日
　

虚

空

蔵

様

の
七

日
堂

と

い

っ
て
、
裸

参

り

を

す

る

。

夜

半

十

二

時

の
鐘

の
合

図

で
、

各

坊

、

宿

屋

な

ど

か

ら

、

褌

一
つ
に
鉢

巻

を

し

て
堂

内

に

か

け

集

ま

り

、

「
ワ

ッ

シ

ョ
イ
」

「
ワ

ッ
シ

ョ
イ
」

と

掛

声

を

か

け

て
菊

光
堂

内

で
練

り

、

鰐

口

の
綱

登

り

を

し

て
、

は
や

く
梁

の
上

に
上

る
と

幸

運

に
な

れ

る

と

い
う

。

や

が

て
堂

外

に
出

て
、

肉

弾

う

ち
あ

う

と

、

屋

根

上

か

ら

三

百

六

十

五
本

の
ゴ

ウ
を

ま

く

と

、

そ
れ

を

奪

い
合

う

勇

壮

な

争

奪

戦

が

さ

れ

る
。

こ

の

ゴ

ゥ
を

拾

う

と

、

一
年

間
無

病

息

災

で
、

幸

運

が

返

っ
て
く

る

と

い
う

。

こ

の



日
は

、

屋

台

店

な

ど
も

出

る

「
お

ひ

ち
」

と

な

り

、

こ

の
夜

は
遅

く

ま

で

賑

や

か

さ

が
続

く

、

こ

の
行

事

は

古

い
伝

統

を

持

つ
奇

祭

な

の

で

あ

る
。

　

「
七

草

」

も

行

う

。

男

女

七

歳

に

な

っ
た

子
供

は

、
盛

装

し

て

お
寺

や

神

社

に
参

詣

し

て
、
今

後

の
成

長

を

予

祝

す

る

。

　

正
月

十

四

日
　

「
鳥

追

い
」

を

す

る
。

夜

明

け

こ
ろ

、
集

落

の
子
供
集
団

が
、

「雀

の

頭

八

ッ

に
わ

っ
て
蚕

俵

さ

つ
め

こ
ん

で
、

佐

渡

ケ
島

さ

ヤ

ー

ホ
イ

ヤ

ー

ホ

イ
」

な

ど

と

唱

え

、

集

落

毎

に

衝
突

す

る

こ
と

も

あ

る

。

　

「
団

子

挿

」

を

す

る
。

み

づ

き

の
木

に
団

子

を

さ

し

て
、

茶

の
間

に
飾

る
。

農
家

は

五

穀

豊

作

を

、

商

家

は
商

売

繁

昌

を

祈

る

ナ

ス

・
キ

ュ
ウ
リ

・
里

芋

の

形

や

大

判

小

判

の
形

も

さ

す

の
は

そ

の
た

め

で
あ

る
。

小

枝

の
団

子

は
、

便

所

や

炊

事

場

な

ど

に
も

さ

す

。

　

正

月

十

五

日
　

朝

は

や

く

「
鳥

追

い
」

を

す

る
。

雪

中

に
鳥

小

屋

を

た

て

そ

こ

へ
集

ま

り

、

唱

え

を

す

る

(
西

山

)
。

ま

た

夜

「
災

の
神

」
を

す
る
。
こ

の

日

、

子

供

や

青

年

が

総

員

で
山

か

ら

高

い
木

を

切
り

出

し
、

そ

の
木

に
藁

・
な

っ
と

う

っ
と

御

棚

神

・
御

幣

・
お

札

・
門

松

・
〆

縄

な

ど
を

し
ば

り

つ
け

、

夕
方

に

点

火

す

る

。

こ

の
火

焔

の
方

向

に
よ

っ
て

、
本

年

の
作

柄

を
予

想

す

る

。

ま

た

こ

の
火

で
餅

を

焼

い

て
食

べ

る
と

「
病

気

を

し

な

い
と

か

、

こ

の

日

で
煙

草

を

飲

む

と

歯

の
痛

み

が

な

く

な

る

」

と

い

う

。

　

こ

の

日
、

厄

年

の
男

女

と

花

嫁

花

婿

は

献

酒

を

す

る

と

、

青

年

は

こ
れ

に
よ

っ
て
慰

安

す

る

。

こ

の

こ
ろ

、

「
女

の
正

月

」
ま
た
は

「
望

の
正

月

」

と

い

っ
て

休

む

。

柳

津

の
女

の

正

月

と

同

じ

く

西

山

は
十

五

・
十

六

日

の
両

日

に
女

の
正

月
を

行

う

(
西
山

)
。

中

野

で
は

古

く

か

ら

こ

の

日

に
、

藁

で

人

形

二
体

を

つ
く

る
。

男

女

各

一
体

づ
つ
で
あ

る
。

し

か
も

性

器

を

つ
け

る

の

で

あ

る

。

こ
れ

は

サ

イ

ノ

ヵ

ミ

で
焼

く

と

こ

ろ
を

み

る

と
、

道

祖

神

の
御

神

体

と

し

た

も

の

で
あ

ろ
う

。

サ

イ

ノ
カ

ミ

が
災

の
神

と

同

語

で
あ

る

こ

と

に

よ

る

。

わ

が

町

で
は

こ

の
珍

し

い
災

の
神

は
長

く

続

け

て

き

た

。

現
在

は

行

わ

な

い
。

　

な

お
鳥

追

い

の

と

き

、
童

歌

の
よ

う

な

唱

え

呪

文

が

あ

る
。

　

「
今

日

は
誰

が
鳥

追

い
だ

。

長

者

様

の
鳥

追

い
だ

。

さ

ら

ば

さ

っ
と

追

い
ま

し

ょ
う

。

雀

の

頭

八

つ
に

割

っ
て
、

蚕

俵

に
お

し

こ

ん

で

、
鬼

ケ
島

(
佐

渡

ケ

島

)

に

ホ

イ

ホ

イ

」
。

　

子

供

は

朝

は

や

く

か

ら

は

し

ゃ
ぐ

日

で
あ

る
。

　

道

具

の
年

取

　

農

家

で
使

う

鍬

・
鎌

・
馬

鍬

・
鉈

・
鋸

(
天

王

寺

)

・
算

盤

な

ど

を

床

の
間

に
揃

え

て
ま

つ
り

、

神

酒

を

捧

げ

て
、

く

る

農

作

の
豊

年

を

祈

願

し

、

予

祝

す

る

も

の

で
、

農

家

と

し

て
重

要

な
行

事

で
あ

る

。

　

正

月

二
十

三

日
　

二
十

三
夜

様

と

し

て
、

夜

は
「

豆
腐

を

食

う

。

正

月

・
五

月

・
七

月

・
十

一
月

は

、

四
節

の

三
夜

様

と

い

っ
て
、

特

別

に
重

ん

じ

て
、

お

祭

を

し

た

。

「
月

待

」

の

こ
と

で
あ

る

。

　

正

月

二
十

五

日
　

文

殊

講

を

す

る
。
子

供

が
宿

の
家

に

集

ま

り

、

昼

食

を

た

べ
て

一
日
遊

ん

で
帰

る
。

こ

の

日
宿

の
家

で
は
、

い
ろ

い
ろ

御

馳

走

す

る

(
西

山

)
。

　

年

祝

正
月

中

の
吉

日

に
年

祝

を

す

る

。

男

は

四
十

二
歳

、

六

十

一
歳

、

女

は

三
十

三
歳

に

な

る

と
、

親

友

・
親

類

の

人

を

よ

び

厄

払

と

し

て
宴

を

開

く

(西

山

)
。



（
二
）

　
二
月
の
行
事

　

二
月

初

午

　

二
月

初

午

の

日
、

稲

荷

神

社

や

屋

敷

稲

荷

の
祭

り

を

す

る
。

赤

飯

と

豆

煎

を

供

え

る

。

こ
れ

は

、

農

耕

馬

の
健

康

を

調

べ
、

近

く

来

る
春

耕

の

準
備

と

し

て

考

え

た

。

一
部

で
、

「
初

午

講

」

を

す

る

と

こ
ろ

も

あ

る

。

　

ま

た

、

百

万

遍

も

各

家

を

廻

っ
て
行

う

(
西
山

)
。

　

節

　

分
　

二
月

初

旬

こ

ろ

の

二
十

四
節

の

一
つ

で
、

こ

の
夜

に

「
豆

播

き

」

を

行

う

。

夕

方

に

な

る

と
、

豆

殻

の
根

本

を

削

っ
た

も

の

に
、

田
作

の
頭

を

さ

し

て
、

唾

を

か

け

な

が

ら
焼

く

。

こ
れ

を

「
ヤ

ッ

カ
ガ

シ
」

(
ヤ
イ

カ
ガ

シ
の

こ

と

)

と

い

っ
て

、
玄

関

や

そ

の
ほ

か

窓

な

ど

へ
さ

す

。

そ
し

て
大

豆

を

よ

く

い

っ
た

も

の
を

、

一
升

枡

に
入

れ

て
神

棚

に
供

え

、

家

内

中

お
祈

り

の
あ

と

、

い

つ
も

よ

り

お

い
し

い
夕

食

を

と

る

。

お

わ

る
と

、

男

の

子

が
枡

を

神

棚

か
ら

お

ろ
し

て
、

大
声

で
唱

え

ご

と

を

し

て
、

大

神

宮

か
ら

ま

き

は

じ

め

る

。

　

こ

の

と

き

の
唱

え

ご

と

は
、

「
鬼

は

外

、
福

は
内

、
恵

美

須

大

黒

豆

あ

が

れ
」

と
か

、

あ

と

の
文

句

を

「
鬼

の

目

玉
か

っ
つ

ぶ

せ

」

と

唱

え

な

が

ら

、

家

の
各

部
屋

・
小
舎

・
土

蔵

な
ど

に

ま

い

て
歩

く

。

　

終
わ
る

と
、
豆
を

自

分

の
年

ほ

ど
拾

っ
て
食

べ
た

り

、

十

二
粒

を

月

に
た

と

え

て
、

炉

に
並

べ

て
焼

い

て

、

そ

の

変

化

に

よ

っ
て
、

農

作

物

の
豊

凶

や

、

天

候

を

予

言

し

た
り

す

る

。

豆

を

ま

い
た

子

供

は

、

御

祝

儀

と

し

て
、

い
く

ら

か

の

お

金

を

貰

う

。

　

こ
れ

は
、

春

と

冬

の
季

節

の
分

れ

目

な

の

で
追

儺

と

も

い

っ
て
、

来

る
春

も

災

厄

を

払

っ
て

、

し

あ

わ

せ

な

年

に
し

た

い
と

の
祈

り

で
あ

り

願

望

で
あ

っ
た
。

素

朴

な

民

俗

の
楽

し

い
行

事

で
あ

る

。

　
二
月
十
五
日
　

「涅
槃
会
」
で
、
お
釈
迦
様
の
御
命
日
で
あ
る
。
寺
に
か
け

た

「
涅
槃
図
」
を
お
が
む
た
め
、
寺
参
り
を
す
る
人
が
多

い
。
「釈
迦
団
子
」を

あ
げ
る

(西
山
)
。

（
三
）

　
三
月
の
行
事

　
三
月
三
日
　

「
ひ
な
祭
り
」
と
い

っ
て
、
女
の
子
は

「
ひ
な
壇
」
を
作

っ
て

「
ひ
な
」
を
飾
り
、
男
の
子
は

「
天
神
様
」
を
飾

っ
て
、
成
長
を
祝
う
。
そ
し

て
菱
餅
や
甘
酒
を
供
え
る
。
初
節
供
に
は
近
親
者
を
招
く
。
ま
た
嫁
や
婿
は
、

節
供
礼
と
い

っ
て
、
餅
な
ど
の
お
み
や
げ
を
持
参
す
る
。

　
三
月
十
五
日
　
ほ
う
そ
う
神
の
祭
り
で
、
法
印
が
廻
拝
を
し
て
、
大
般
若
会

の
赤
札
を
配
る
。
こ
の
日

「オ
カ
ラ
ク
」
を

つ
く

っ
て
神

々
に
あ
げ
て
お
詣
り

を
す
る
。
こ
の
こ
ろ
旧
二
月
十
五
日
と
な
り
、
山
ノ
神
講
を
す
る
。
男
子
が
宿

の
家
に
集
ま
り
、
米
五
合
と

一
〇
〇
円
を
出
し
て
、
ご
馳
走
を
つ
く
り
神
を
祭

っ

た
あ
と
、
酒
食
を
共
に
し
て
楽
し
む
。

　

三
月
二
十
四
日
　
春
の
地
蔵
祭
で
赤
飯
を
供
え
た
り
、
大
き
な
幢
な
ど
を
た

て
る
。
春
祭
と
も
い
う
。

　
ま
た
、
彼
岸
中
日
に
御
詠
歌

(西
国
三
十
三
札
所
の
)
を
近
所
の
女
に
詠
み

あ
げ
て
も
ら
い
、
先
祖
の
供
養
と
す
る
。

　

三
月
中
　
こ
の
こ
ろ
春
神
楽
が
く
る
。
社
壇
を
か
つ
ぎ
七

・
八
人

一
組
で
、

賑
や
か
な
囃
子
に
乗

っ
て
、
獅
子
舞

・
お
か
め

・
曲
芸
な
ど
を
上
手
に
や
っ
て
、

冬
か
ら
さ
め
た
人
々
を
よ
ろ
こ
ば
せ
る
。
悪
魔
ば
ら
い
の
伊
勢
神
楽
系
で
あ
る
。

夜
は

「
ヨ
セ
」
と
い
っ
て
、
神
社
や
寺
の
前
で
、
長
獅
子

・
万
歳
な
ど
も
行

っ

て
、
そ
の
集
落
の
人
た
ち
を
楽
し
ま
せ
た
。



（
四
）

四
月
の
行
事

　
四
月
八
日
　
お
釈
迦
様
の
御
誕
生
日
で
寺
参
り
を
す
る
。
寺
で
は
、
甘
茶
を

つ
く

っ
て
参
詣
の
人
に
御
馳
走
す

る
。
ま
た
薬
師
様
の
お
祭
り
、
馬
頭
観
音
の

お
祭
り
で
、
馬
の
た
く
さ
ん
い
る
こ
ろ
は
、
「
馬
と
ば
し
」
(競
馬
)
な
ど
も
す

る
。
「釈
迦
団
子
」
を
あ
げ
る

(西
山
)。

（
五
）

五
月
の
行
事

　

五

月

五

日
　

「
端

午

の
節

供

」

で

五
節

供

の

一
つ
で
あ

る
。

軒

に
菖

蒲

と

蓬

を

さ

し

、

菖

蒲

湯

に

入

る
。

こ

の

湯

に

入

る

と

、
男

は

健

康

に
な

り

、
女

は

「
蛇

の

子
」

を

産

ま

な

い
と

い
う

俗

信

も

あ

る
。

「
蛇

」
は

「
邪

」
で
、

よ

こ
し

ま

な

こ
と

を

除

き

幸

に
な

る
と

い
う

。

　

ま

た

、

笹

巻

・
ち
ま

き

な

ど

を

「
キ

ナ

コ
」

で
食

べ
た
り

、

人

に
贈

っ
た
り

す

る

。

　

男

の
子

の
あ

る
家

は
、

「
幟

祝

」
と

し

て
、
鐘

馗

、
神

功

皇

后

と
武

内

宿

弥

、

金

時

の
絵

に
家

紋

な

ど
を

染

め

た
幟

を

た

て

て
、

ま

た

「
鯉

幟

」

な
ど
を
た

て
、

子

供

の
出

世

を

祝

っ
た
。

　

馬

具

洗

い
　

田
植

が
盛

ん

に
行

わ

れ

る

こ
ろ

で
あ

る
。
終

わ
る
と
家
毎

で

宀
馬

鍬

洗

祝

」

と

し

て
、

馬

具

に
青

苗

を

添

え

て

飾

り

、

田
植

終

わ

り

を

よ

ろ

こ
び

豊

年

を

祈

っ
た
。

こ

れ

を

「
サ

ナ

ブ

リ

」

(
サ

ノ

ボ
リ

)

で
、

「
田

ノ
神
」

を

山

へ
お

送

り

す

る
神

事

で
あ
る
。
集

落

全

員

が

鎮

守

に

集

ま

り

、

「
ム
ラ
サ
ナ
ブ

リ
」

を

す

る

と

こ

ろ
も

多

い
。

　

七

月

十

三

日

「
サ

ナ
ブ

リ

」

を

す

る

(
西

山

)
。

（
六
）

　
六
月
の
行
事

　

六

月

一
日

　

　
「
ム
ケ

ノ
ツ

イ

タ

ケ
」

と

い

う
。

更

衣

の

こ
と

で
、

こ

の

日
か

ら

夏

着

に
な

る

こ
と

で
あ

る

。

季

節

の
変

り

目

に
非

常

に
敏

感

で
あ

っ
た

こ
と

が
わ

か

る
。

　

六

月
晦
日

に

は
、

鎮

守

に
集

ま

り
大
祓

を

す

る
。

正
月

か
ら

半

年

間

の
心

と

体

の
穢

を

は
ら

う

の

で
あ

る
。

（
七
）

七
月
の
行
事

　

七

月
一

日
　

「
泣

き

の
朔

日
」

と

い

う
。

冬

木

沢

の
阿
弥

陀

堂

へ
新

仏

の
供

養

に
参

詣

し
、

そ

の
周

辺

に

い

る

「
イ

タ

コ
」

(
オ

ワ

カ

サ

マ
)
に

、
精

霊
を

呼

出

し

て
貰

っ
て
、

対

話

を

な

し
、

追

憶

に

ふ

け

っ
て

泣

い

て
き

た

た
め

で
あ
る
。

新

仏

で
も

、

死

後

百

ケ

日
を

経

て

い
な

い
と
き

は

翌

年

参

詣

と

す

る

。

　

七

月

初

旬

　

　
「
半

夏

」

と

い

う

。
畑

作

の
種

子

蒔

を

す

る

目

あ

て
と

し

た

。

慶

徳

の
稲

荷

神
社

で
は

、
御

田
植

祭

が
催

さ

れ

る

の

で
、

参

拝

に

ゆ
く

(
大

正

初

め

ま

で
)
。

　

七

月

七

日

　

「
七

夕
祭

」

で

こ
れ

は

、

星

祭

で
あ

る

。

秋

の
月

祭

と

対

象

的

で
あ

る

。

青

竹

に
短

冊

に

歌

や

句

な

ど
書

い

て
、

家

の
前

に
た
て
る
。

「索

牛

星

と
彦

星

」

の

ロ

マ
ン
チ

ッ
ク
な

伝

説

も

語

り

伝

え

ら

れ

て
き

た
。

暑

い

日
な

の

で
、

夕

涼

み

の
楽

し

い
行

事

で
あ

る

。

　

六

日

の
夕

方

に

「
七

夕

」

を

つ
く

り

、

七

日

に
只

見

川

や

近

く

の

川

に

「
流

し

送

り

」

す

る

。

川

に

遠

い
と

こ
ろ

で
は

、

畑

や

田

に

た

て

て
、

「
カ

カ
シ
」

の

か

わ

り

と

す

る

。

　

墓

参

り

　

こ

の

こ
ろ

「
お

墓

参

り

」

と

し

て
、

親

を

な

く

し

た

人

は
、

実

家

に
来

て
墓

参

り

を

す

る

。

花

や

西

瓜

や

団

子

、

塔

姿

(
カ

カ

ン
ジ

ョ
ウ
)

と
線



香

・
お
茶
を
供
え
る
。

　
虫
送
り
　
　「土
用
入
の
日
」
虫
送
り
を
す
る
。
青
萱
で
作

っ
た
虫
籠
に
害
虫

を
入
れ
、
天
下
泰
平

・
悪
虫
送
り
の
旗
な
ど
を
た
て
、
花
を
飾

っ
て
、
「稲
ノ
虫

送

ン
ゾ
ー
」
と
唱
え
て
村
を
回
り
、
の
ち
に
川
へ
捨
て
る
。
害
虫
の
霊
の
慰
霊

と
、
豊
作
祈
願
の
行
事
で
あ
る
。

　
丑
の
日
　
十
八
日
間
の
夏
の
土
用
の
う
ち
、
丑
の
日
に
は
、
牛
肉
、
ウ
ナ
ギ
、

ド
ジ

ョ
ウ
な
ど
を
食

べ
る
。
夏
バ
テ
の
体
力
を
回
復
さ
せ
る
た
め
に
、
脂
肪
の

多

い
肉
を
食

べ
る
。
「
ウ
」
の
つ
い
た

「
ウ
ド
ン
」
な
ど
も
よ
い
と
い
う
。

　
ま
た

「
丑
の
湯
」
と
称
し
て
、
こ
の
日
薬
湯
が
出
る
と
て
、
多
く
の
人
が
入

浴
す
る
の
は
、
古
い
慣
習
で
あ
る
。

　
孟
蘭
盆
会
　
十
三
日
か
ら
十
七
日
ま

で
の
五
日
間
の
行
事
で
あ
る
。
十
三
日

に
盆
棚
を
作
る
。

　
青
萱
の
門
に

「
ワ
カ
メ
」
を
さ
げ
、
香
花
を
供
え
る
。
こ
の
日
、
朝
早
く
門

火
を
た
い
て
、
御
霊
を
迎
え
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
十
四
日
か
ら
、
い
つ
も
と
ち

が

っ
た
御
馳
走
を

つ
く
り
供
え
る
。

　

お
盆
と
は
、
肉
体
を
離
れ
て
西
方
浄
土
の
精
霊
を
家
に
迎
え
て
祭
り
、
仏
と

共
に
食
し
て
、
生
者
の
霊
を
元
気
づ
け

る
と
い
う
信
仰
も
あ

っ
た
。
十
六
日
の

昼
食
が
終
わ
る
と
、
祖
霊
を
茄
子
馬
と
共
に
食

べ
物
な
ど
を
添
え
て
送
る
。

　

盆
踊
り
　
十
四
日
か
ら
四
晩
位
を
各
地
区
の
青
年
男
女
を
中
心
と
し
て
、
夜

遅
く
ま
で
踊
り
ふ
け

っ
た
。
櫓
を
た
て
て
、
そ
の
上
に
は
、
太
鼓

・
笛
の
お
囃

子
と
、
音
頭
取
の
盆
唄
に
あ
わ
せ
、
踊
子
は
掛
声
を
か
け
る
賑
や
か
さ
で
あ

っ

た
。
俗
衣
姿
の
優
雅
な
踊
り
は
、
仏
供
養
の
念
仏
踊
り
か
ら
発
展
変
化
し
た
も

の
で
あ
る
。
郷
戸
地
区
の
盆
踊
り
は
、
い
ま
も
そ
の
伝
統
を
守
り
つ
づ
け
て
い

る
貴
重
な
芸
能

で
あ
る
。

　
明

月
　
お
明
月
様
と
い
い
、
豆
明
月
と
も
い
う
。
満
月
の
夜
に
月
見
を
す

る
。
縁
側
に
小
机
を
出
し
、
そ
の
上
に
薄
を
飾
り
、
十
五
団
子
と
十
五
種
類
の

く
さ
ぐ
さ
の
菜
果
を
あ
げ
て
、
清
明
の
月
を
家
族
み
ん
な
で
観
賞
す
る
。
こ
の

と
き
青
豆
は
必
ず
供
え
る
。
こ
れ
は
美
的
情
操
を
養
う
人
間
形
成
上
の
上
に
大

事
な
行
事
な
の
で
あ
る
。

　
会
津
巡
り
　
こ
の
頃
に
な
る
と
、
婦
人
は
グ
ル
ー
プ
を
組
み
、
会
津
三
十
三

観
音
巡
拝
を
す
る
。
戦
前
ま
で
は
、
子
を
背
負

い
草
鞋
ば
き
で
、　
一
週
間
も
費

し
て
旅
を
し
た
。
こ
れ
は
、
婦
人
の
レ
ク
リ

ェ
ー
シ
ョ
ン
で
も
あ

っ
た
。

（
八
）

八
月
の
行
事

　
八

朔
　
八
月
朔
日
な
の
で

「
八
朔
」
と
い
う
。
近
く
来
る
二
百
十
日
の
無

事
を
祈
る

「風
神
祭
」

で
あ
り
、
ま
た
八
朔
贈
答
の
日
で
あ
り
、
農
休
の
稲
苅

へ
の
準
備
の
折
目
で
も
あ

っ
た
。

こ
の
こ
ろ
八
朔
柿
が
実
る
の
で
あ
る
。

　
明

月
　
十
五
日
の
夜
の
望
月
に
枝
豆

(青
豆
)
と
、
そ
の
他
の
野
菜

・
団

子
な
ど
十
五
種
類
を
伝
え
る
。
ス
ス
キ
も
添
え
て
、
秋
空
の
清
澄
な
月
を
自
然

の
美
し
さ
に
融
け
こ
む
美
し
い
行
事
で
あ
る
。

（
九
）

九
月
の
行
事

　
二
百
十
日
　
立
春
か
ら
二
百
十
日
目
に
あ
た
る
。
わ
が
国
は
、
古
く
か
ら
こ

の
こ
ろ
暴
風
雨
に
襲
わ
れ
、
農
作
物

・
山
林

・
住
居
に
多
大
の
損
害
を
こ
う
む

っ
て
い
た
。

　
そ
の
た
め
風
神

の
荒
魂
を
鎮
め
ま
つ
る
た
め
、
神
社
に
参
拝
し
て
無
事
を
祈



念
し
た
。

　
稲
　
刈
　
今
は
早
生
種
の
植
付
は
、
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
て
い
る
が
、
昔

は
中
稲
晩
稲
が
多
か

っ
た
。
農
家
は
朝
早
く
、
夜
遅
く
ま
で
取
入
に
専
念
し
、

稲
の
取
入
が
お
わ
る
と

「
ム
シ
ロ
バ
タ
キ
」

で
御
馳
走
を
食

べ
て
、
田
の
仕
事

の
終
わ
り
と
す
る
。
そ
し
て
畑
物
の
取
入
や
貯
蔵
な
ど
に
、
十

一
月
中
旬
ま

で

多
忙
が
続
く
。

　
九
月
節
供
　
九
月
九
日

(
ハ
シ
メ
ノ
セ
ッ
ク
)
十
九
日

(
ナ
カ
ノ
セ
ッ
ク
)

二
十
九
日

(
シ
マ
イ
ノ
セ
ッ
ク
)
と
三
節
供
が
あ
る
。
こ
の
う
ち

一
回
を
鎮
守

の
祭
と
し
て
祝
う
。

　
九
月
堂
　
八
月
末
日
の
夜
に
、
善

男
善
女
の
信
者
は
、
虚
空
蔵
堂
に
参
篭
し

て
徹
夜
を
す
る
。
こ
の
祭
は
、
柳
津
三
大
祭
の

一
つ
で
あ
る
。
翌
朝
柳
津
町
で

は
、
各
戸
会
津
念
仏
が
供
養
と
し

て
打
あ
げ
を
す
る
。
祭
り
の
状
況
は
、
観
光

の
章
で
く
わ
し
く
記
す
。

　
セ
ン
ド
ウ
モ
ー
シ
　
九
月
九
日
夜
、
黒
沢
で
行
う
。
砂
子
原
の
「松
明
打
」
と

お
な
じ

で
あ
る
が
、
打
ち
あ
う
こ
と

は
し
な
い
。

　
明
　
月
　
九
月
十
三
日
を
芋
明
月
と
い
う
。
こ
の
夜
、
八
月
と
全
じ
飾
り
を

し
て
、
里
芋
の
小
芋
を
き
れ
い
に
し

て
供
え
る
。

　
奇
祭

・
松
明
打
ち
あ
い
　
砂
子
原

で
は
、
中
の
節
供
の
夜
、
鎮
守
熊
野
神
社

前
広
場

に
災
ノ
神
に
似
た
も
の
を

つ
く
り
、
こ
こ
に
氏
子
が
た
く
さ
ん
集
ま

っ

て
、
「松
明
打
ち
あ
い
」
を
す
る
。
若
い
嫁
、
婿
な
ど
は
総
攻
め
の
松
明
の
火
に

逃
げ
ま
ど
う

(砂
子
原
)
。　
　
　
　
　
　
　

、

（
十
）

　
十
月

(神
無
月
)
の
行
事

　
恵
美
須
講
　
二
十
日
の
夜
に
恵
比
須
神
を
祭
る
。
商
家
が
中
心
で
、
農
家
も

富
貴
を
運
ん
で
く
る
と
い
う
の
で
、
鮭
の
切
味
な
ど
を
供
え
て
ま

つ
る
。

　
神
送
り
　
本
月
は
、
八
百
万
神
が
出
雲
に
集
会
す
る
と
古
く
か
ら
信
じ
て
い

た
の
で
、
朔
日
の
朝
、
餅
を
つ
き
鎮
守
の
神
に
供
え
て
、
神
送
り
を
し
た
。
出

雲
で
は
、
若
い
人
た
ち
の
縁
結
び
を
定
め
て
く
る
と
い
う
伝
承
が
あ
る
。

（
十
一
）

　
十

一
月
の
行
事

籾
通
し
か
け
　
八
日
の
夕
方
、
屋
根
の
軒
先
に
、
長
い
棒
に
籾
通
し
を
つ
け

て
た
て
る
。
こ
れ
は

農
事
終
わ
り
の
稲
作

儀
礼
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
も
面
白
い

伝
承
が
あ
る
。

　
主
婦
は
冬
季
間
に

食
べ
る
野
菜
漬
に
専

念
す
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、
各
家
の
独
特

の
風
味
を
つ
け
る
こ

と
に
な
る
。
こ
れ
が

雪
ど
け
ま
で
の
大
切

な
食
糧
と
な
る
。
保

存
食
と
し
て
永

い
年

月
の
生
活
の
智
恵
が



刻

み

こ
ま

れ

る

。

（
十
二
）

　
十
二
月
の
行
事

　
川
浸
れ
餅
　
朔
日
の
早
朝
に
、
川
浸
れ
餅
を
食

べ
て
、
そ
の
う
ち
か
ら
、

一

～
二
個
を
ま
る
め
て
川
に
流
し
水
神
に
供
え
よ
。
家
族
の
水
難
を
守
る
こ
と
と
、

灌
漑

用
水

・
飲
用
水
の
不
足
の
な
い
よ
う
に
祈

っ
た
、
自
然
信
仰
の
名
残
り
で

あ
る
。
い
ろ
い
ろ
な
伝
承
が
あ
る
。

　
大
黒
の
年
取
　
九
日
の
夜
に
大
黒
天
を
祭
る
。
ふ
だ
ん
よ
り
御
馳
走
を
多
く

作

っ
て
、
神
に
供
え
る
。
福
の
授
か
る
こ
と
を
祈
る
。

　
煤
掃
き
　
会
津

一
円
は
二
十
四
日
が
煤
払
い
で
あ

っ
た
。
今
で
も
こ
の
伝
統

を
守

っ
て
い
る
家
も
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
ま

で
、
ど
こ
の
家
で
も
お
わ
る
。
神
を

迎
え
る
清
浄
な
家
と
心
に
し
た
の
で
あ
る
。

　

二
十
七
日
は
、
「煤
の
年
と
り
」
と
し
て
、
餅
を
つ
い
て
、
神
や
持
仏
堂

へ
捧

げ
る
。

　
寒
入
り
　
大
寒
入
り
の
日
は
、
油
揚
げ
を
食
べ
る
。
寒
気
に
向
か
う
の
で
、

脂
肪
を
と
る
。
湯
豆
腐
な
ど
食
べ
る
人
も
多
い
。

　

こ
の
と
き
、
二
肢
大
根
を
供
え
る
人
も
あ
る
。
こ
れ
も
伝
承
が
あ
る
。

　

恵
美
須
様
の
年
取
　
十
五
日
が
そ

の
日
で
、
前
記
と
同
じ
で
あ
る
。

　

万
改
帳
に
は
、
「
十
五
日
は
夷
の
年
越
と
し
、
夕
飯
に
糧
を
入
れ
ず
」
と
あ
る
。

白
飯

(
エ
イ
メ
ン
)
を
食

べ
た
。

　

冬
至
南
瓜
　
冬
至
の
日
に
食
べ
る
。
寒
さ
を
凌
ぐ
た
め
に
暖
か
い
南
瓜
を
食

べ
て
、
体
を
温
め
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
こ
の
季
節
を
越
す
と
、
南
瓜

の
栄
養
、
特
に
ビ
タ
ミ
ン
の
含
有
率
が
低

下

す

る

と

い
う

こ
と

で
、

科

学

的

に
み

て
、

生

活

の
智

恵

は
驚

く

べ
き

で
あ
る
。

　

節

餅

暮

の

二
十

八

日

の
朝

つ
く

。

い

つ
も

よ
り

多

く

つ

い

て
、

正

月

の

神

棚

に
供

え

る

「
棚

餅

」
と

す

る
。

　

歳

暮

常

に
恩

を

う

け

た
り

、

世

話

に

な

っ
た

人

に
感

謝

を

す

る

た

め
品

物

な

ど

を

贈

る
。

昔

は
、

塩

鮭

・
山
鳥

・
雉

子

た

ど

を

心

か

ら

贈

っ
た
。

　

暮

勘

定
　

年

間

の
差

引

を

す

る

こ
と

で
、

お

盆

勘

定

と

暮

勘

定

は
、

貸

借

の

精

算

確

認

を

し

た

の

で
あ

る

。

　

大
　
祓

　

六

月

晦

日

の
大
祓

と

と

も

に
、

年

二
回

の
御
祓

で

、

下

半

期

の
罫

障

を

は

ら

っ
て
、

清
浄

な

心

身

で
正

月

を

迎

え
、

新

し

い
年

へ
の

希

望

で
あ

っ

た

。

　

節

　
買

　
暮

に
特

別

な

買
物

の

た

め

に

こ

の

言

葉

が

あ

る

。

こ

の
と

き

は
、

正
月

用
品

で
塩

鮭

・
数

の

子

・
海

老

・
昆

布

・
田

作

・
手

拭

・
足

袋

・
蝋

燭

・

反
物

な

ど

で

、

晦

日

の
年

越

に

は

、

「
ザ

ク
ザ

ク
煮

」

を
食

べ
る
こ
と

が
風

習

で

あ

る

。

第

二
節
　
民
間
信
仰

一
、

山

ノ

神

講

　
　
(大
字
藤
)

　
山

ノ
神
は
、
山
村

の
み
な
ら
ず
農
村
で
も
広
く
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
同
信

仰
者
は
講
を
結
び
、
年
二
回
祭
典
を
行

っ
て
い
た
。
し
か
し
す
で
に
廃
れ
て
、

そ
の
状
況
を
知
る
に
容
易
で
な
い
が
、
わ
が
町
の
藤
に
そ
の
形
式
が
現
在
保
存



さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
状
況
を
記
し
て
お
く
。

　
開
始
年
代
の
考
察
　
古
く
か
ら
山
ノ
神
信
仰
は
あ

っ
た
が
、
講
を
結
ん
だ
の

は
天
明
の
こ
ろ
の

一
七
八
〇
年
代
と
い
う
。
山
林
従
事
者
の
製
炭
業
者

・
樵
工

・
大
工
等
は
特
に
山
ノ
神
を
篤
信
し
て
、
共
同
祭
祀
と
し
て
講
を
開
き
、
親
睦

と
慰
安
の
行
事
と
し
た
。

　
祭
　

日
　
春

・
旧
二
月
十
二
日

　
　
　
　
　
秋

・
旧
九
月
十
二
日

　
講
　
元
　
順
番
を
予
め
定
め
そ
の
順
に
よ
る
。

　
持
寄
品
　

モ
チ
米

一
升

・
ウ
ル
米
五
合

(昔
は
酒
を
醸
造
し
た
)
。

　
饗
応
肴
　
講
元
中
心
で
打
合
わ
せ
た
料
理
と
す
る
。春
秋
に
よ

っ
て
異
な
る
。

　
経
　
費
　
講
宿
元
と
個
人
で
半
分
づ

つ
負
担
す
る
。

　
行

事

当
日
は
早
朝
か
ら
宿
元
に
集
ま
り
、
唯

一
の
慰
安
日
と
し
て
、
朝

風
呂
を
沸
か
し
て
入
浴
し
、
山
ノ
神
の

「神
像
図
」
か
、
「大
山
祇
神
」
の
掛
軸

に
恭
し
く
礼
拝
す
る
。
そ
し
て
御
神
酒

・
餅
を
供
え
、
山
幸
に
対
す
る
感
謝
と

今
後
の
加
護
を
祈
念
す
る
。
こ
の
神
事
が
終
わ
る
と
慰
労
慰
安
の
会

(
レ
ク
リ

ェ
ー
シ

ョ
ン
)
と
し
て
、
酒
宴
を

賑
や
か
に
し
、
昼
食
に
は
餅
を
食

べ
る
。
午

後
三
時
頃
ま
で
更
に
雑
談
な
ど
し
て
過
ご
し
、
午
後
五
時
頃
か
ら
再
び
酒
宴
に

移
り
、
飲
め
や
歌
え
の
大
騒
ぎ
を

し
て
、
午
後
九
時
こ
ろ
和
気
あ
い
あ
い
の
う

ち
に
散
会
す
る
。
こ
の
と
き
次
の
当
番
宿
元
を
確
認
し
あ
う
。

　
山
ノ
神
信
仰
は
、
野
沢
組
に
藤
が
入

っ
て
い
た
の
で
そ
の
影
響
も
あ
り
、
ま

た
藤
自
疆
会
と
い
う
自
主
団
体
が
、
地
域
振
興
に
非
常
に
努
力
し
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
。
わ
が
町
内
全
域
に
こ
の
行
事
の
あ

っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

二
、

観
　

音
　

講

観
音
信
仰
者
が
集
落
毎
に
年

一
～
二
回
参
集
し
て
、
講
を
設
け
る
こ
と
が
あ

る
。
こ
の
方
法
や
内
容
は
、
そ
の
地
そ
の
地
の
個
性
や
慣
習
に
よ

っ
て
必
ず
し

し
も
同

一
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
郷
戸
地
区
の
も

の
を
記
し
て
お
く
。

　
日
　
時
　
毎
年
八
月
十
九
日

(お
盆
終
わ

っ
て
)
夜
八
時
集
合
。

　
参
集
者
　
婦
人
会
員

　
会
の
内
容
　

。
信
仰
仏
観
世
音
の
掛
軸
を
掲
げ
、
灯
明
を

つ
け
、
香
を
焚
き

仏

へ
の
憧
憬

の
ム
ー
ド
を
つ
く
る
。
婦
人
会
長
は
、
清
酒

一
升
と
団
子
を
仏
前

に
供
え
る
。
会
員
は

一
同
拝
礼
し
て
祈
願
す
る
。
祈
る
心
は
、
健
康
で
明
る
く

働
き
家
庭
平
和
に
し
、
子
供
が
立
派
に
成
育
す
る
た
め
の
御
加
護
を
祈
念
す
る
。

・
礼
拝
が
終
わ
る
と
、
御
供
酒
を
載
き
そ
れ
が
す
む
と
、
供
え
た
団
子
と
各
自

持
参
の
重
詰
を
開
い
て
、
子
供
の
こ
と
、
家
庭
の
こ
と
、
社
会
の
こ
と
、
集
落

の
こ
と
、
そ
の
他
種

々
の
話
し
合

い
を
す
る
。

。
こ
の
と
き
行
わ
れ
て
い
る
郷
戸
盆
踊
り
の
参
加
に
つ
い
て
も
話
し
合
い
、
仮

装
と
か
参
加
者
数
な
ど
を
語
り
合
い
、
親
睦
を
高
め
る
。

・
こ
の
と
き
の
食
べ
物
は
、
枝
豆

・
西
瓜

・
菓
子

・
煮
物

(カ
ボ
チ
ャ
)

.
テ

ン
プ
ラ

(精
進
料
理
な
の
で
魚
は
使
わ
な
い
)
。

・
終

っ
て
参
会
す
る
。
次
の
会
場
を
確
認
し
あ
う
。

三
、

天

神

講

天
神
様
、
す
な
わ
ち
菅
原
道
真
を
敬
い
あ
が
め
る
心
の
あ
る
子
供
が
、
宿
と



定
め
た
家
に
集
ま
り
、
天
神
像
の
掛
軸
か
、
三
月
節
供
に
飾

っ
た
会
津
天
神
像

を
祭

っ
て
、
み
ん
な
で
参
拝
す
る
。
体

を
丈
夫
に
し
て
、
道
真
の
よ
う
な
美
し

い
心
と
学
問
に
は
げ
ん
で
よ
い
人
に
な
る
よ
う
に
と
、
天
神
に
肖

っ
て
子
供
た
ち

が
集
ま

っ
て
、　
一
つ
は
神
事
、　
一
つ
は
娯
楽
と
親
睦
を
固
め
る
た
め
の
講
で
あ

る
。
大
人
の
男
子
は
山
ノ
神
講
、
女
子
は
観
音
講
、
寄
合
講
な
ど
に
比
す
る
も

の
で
あ
る
。
各
集
落
に
行
わ
れ
て
い
た
が
、
す
で
に
廃
止
さ
れ
た
と
こ
ろ
も
多

い
が
、
小
ノ
川
地
区
や
西
山
地
区
に
あ
わ
せ
て
二
～
三
が
よ
う
や
く
続
け
て
い

る
く
ら
い
で
あ
る
。

　
小
ノ
川
天
神
講
を
記
す
こ
と
。

・
十
二
月
二
十
五
日
午
前
十

一
時
こ
ろ
ま
で
、
輪
番
で
定
め
ら
れ
た
宿
元
に
集

合
す
る
。

・
こ
の
と
き
子
供

一
人
で
、
米

一
合
。
現
金
二
〇
〇
円

(昭
和
四
十
九
年
ま
で

一
〇
〇
円
)
を
持
ち
寄
り
宿
元

へ
出
す
。

・
宿
元
で
は
主
婦
が
家
の
掃
除
を
し
、
炬
燵
を
暖
か
く
し
て
、
天
神
の
掛
図
を

か
け
、
そ
こ
へ
お
菓
子

・
野
菜

・
魚
な
ど
を
供
え
て
待

つ
。

・
料
理
は
宿
元
の
主
婦
が
、

一
切
責
任
を
も

っ
て
作
る
。
こ
の
と
き
多
人
数
の

子
供
な
の
で
、
宿
元
の
近
所
の
主
婦
も
二
～
三
人
が
手
伝
い
に
行
っ
て
手
伝
う
。

・
子
供
全
員
が
集
合
終
わ
る
と
、
灯
明
を
つ
け
て
年
長
者

(小
六
)
が
中
心
と

な

っ
て
、
天
神
様
に
参
詣
す
る
。

・
こ
の
こ
ろ
中
食
の
仕
度
も
整
え
ら
れ
、
席
に
つ
い
て
楽
し
く
食
べ
る
。

・
少
憩
す
る
と
、
男
は
カ
ル
タ

・
腕
相
撲

・
雪
ダ
ル
マ
作
り
、女
は
お
手
玉
(
ヘ

ホ
ツ
キ
)　
・
ア
ヤ
ト
リ
な
ど
を
し
、
ま
た
唱
歌
や
流
行
歌
な
ど
を
独
唱
し
た
り
、

斉

唱

し

た
り

し

て

、
夕

方

ま

で
遊

び

過

ご

す

。

。
日
脚

の

は

や

い

こ

の
ご

ろ

な

の

で
、

午

後

五

時

こ

ろ

に

は
夕

飯

を

み

ん

な

で

食

べ
る
。

・
夕

飯

が
す

む

と

、

み

ん

な

で
ま

た

一
遊

び

し

て
、

炬

燵

に
菊

の
花

の
よ

う

に

寝

る
。

足
喧

嘩

、
布

団

の
引

っ
ぱ

り

く

ら

、

い
た

ず

ら

し

あ

い

な

ど

子

供

た

ち

の
無

邪

気

な

一
夜

を

過

ご

す

。

・
朝

六
時

こ

ろ

目

を

さ

ま

し

た

子

供

た

ち
は

、

宿

元

に
御

礼

の
あ

い
さ

つ
を

し

て
我
家

に

帰

り

、

洗

顔

し

て
朝

食

を

と

る
。

こ
れ

で
終

わ

る
。

。
宿

元

で
は

主

婦

が

、

地

区

の

子

供

の
楽

し

い
行

事

な

の

で
(
そ
れ

も

年

一
回

)

損

得

を

超

越

し

て

、
真

心

こ

め

た
料

理

で
ご
馳

走

し

て

い
る

。

こ

こ

で
来

年

の

宿

元

な

ど
を

確

認

し

あ

う

こ
と

も

あ

る

。

　

こ

う

し

た
行

事

が

、

信

仰

心

を

養

お

う

と

、

親

た

ち

は

素

朴

な

子

供

の
講

を

守

っ
て

い
る

の

で
あ

る

。

す

べ

て

の
民

俗

行

事

が

、

年

々
す

た

れ

よ

う

と

す

る

と

き
、

子

供

の
躾

の
上

か

ら

も

、

幼

い

こ
ろ

の
想

い
出

と

し

て

ぜ

ひ
続

け

て

ゆ

く

べ
き

で
あ

る

。

四
、
厄

　

年

　
厄
年
は
、
は
じ
め
の
お
こ
り
は
、
役
年
と
称
し
日
本
固
有
の
心
の
支
え
で
あ

っ
た
。
地
区
内
の
連
帯
感
を
強
め
、
共
存
共
栄
を
願
う
に
は
、
地
区
の
行
事
、

特
に
祭
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
従

っ
て
年
齢
に
よ

っ
て
、
地

区
の
役
目
を
分
担
し
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
祭
の
稚
児
は
七
歳
。
御
輿

渡
御
奉

仕
は
二
十
五
歳
、
実
質
的
な
事
務
を
司
る
人
が
四
十
二
歳
、
因
習
保
持
者

の
顧



問
役
が
六
十

一
歳
な
ど
と
考
え
て
い
た
。
こ
う
し
て
、
こ
の
年
に
成
長
し
た
人

々
は
、
責
任
を
果
た
す
よ
う
健
康

に
も
留
意
し
て
、
張
り
切

っ
て
生
き
て
き
た
、

地
区
の
そ
の
他
の
行
事
に
も
こ
う
し
た
分
担
が
あ

っ
た
。
そ
れ
が
陰
陽
学
や
仏

教
の
普
及
に
よ

っ
て
、
我
々
は
罪
多
き
も
の

(業
を
負
う
)
と
の
信
仰
が
育

っ

て
く
る
と
、
役
年
は
厄
年
と
同
音

の
字
に
お
き
か
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
男
は

十
六
歳
、
二
十
五
歳
、
四
十

一
歳
、
四
十
九
歳
、
六
十

一
歳
な
ど
が
、
厄
が
ふ

り
か
か
る
と
思
い
、

一
方

で
は
恐
れ
さ
え
感
じ
る
よ
う
に
な
り
、
「厄
払
い
」
な

ど
と
、
神
仏
の
参
詣
を
す
る
人
も

で
き
て
来
た
。
女
は
十
九
歳
、
三
十
三
歳
、

が
大
厄
な
ど
ど
教
え
ら
れ
、
と
く
に
九
の
人
は
苦
と
同
音

の
た
め
、

一
年
間
の

苦
悩
が
襲
い
か
か
る
も

の
と
思
い
、
「苦
払
い
」
さ
え
も
行
う
人
が
で
き
た
。
「
前

厄
」

・

「本
厄
」

・

「
後
厄
」
な
ど
だ
ん
だ
ん
複
雑
化
し
て
き
た
。

　
と
に
角
、
七
歳
、
十
五
歳
、
十
九
歳
、
三
十
三
歳
、
四
十
二
歳
、
六
十

一
歳

な
ど
は
、
生
理
的
な
変
化
が
あ
り
、
人
生
と
し
て
折
目
を

つ
け
る
年
ご
ろ
な
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
自
分
な
り
の
い
ろ
い
ろ
な
面
で
、
慎
重
に
行
動
す
る
心
掛

け
な
ど
は
、
あ
な
が
ち
意
味
の
な

い
こ
と
で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
自
分
の
心
が

支
配
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
ま
で
ゆ
く
こ
と
は
、
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
三
十
三

歳
が

「
サ
ン
ザ

ン
な
目
」
に
あ
う
と
か
、
四
十

二
歳
は

「死

二
」
年
だ
と
か
な

ど
は
、
ゆ
き
す
ぎ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
櫛

「苦
死
」
を
拾
う
と
き
は
、
三
度
足

で
ふ
み

つ
け
て
拾
う
な
ど
は
、
少

し
お
か
し
さ
を
感
じ
る
よ
う
で
あ
る
。

　
要
は
厄
年
な
役
年

で
、
地
域
社
会
構
成
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
を
担
任
す
る
希

望
と
熱
情
を
持

つ
べ
き
年
と
思
う
。

五
、
守

り

本

尊

　
人
が
生
ま
れ
た
と
き
の
十
二
支
の
年
に
よ

っ
て
、
そ
の
人
の

一
生
を
、
守
護

し
て
貰
わ
れ
る
と
い
う
信
仰
が
あ
る
。
こ
れ
は
十
二
支

の
方
位
を
表
わ
す
の
と

暦
と
が
、
あ
わ
さ

っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
守
り
本
尊
に
よ

っ
て
、

そ
の
人
た
ち
の
性
格
の
平
均
性
も

い
わ
れ
て
い
る
。

　
例
え
ば
、
卯
年
生
ま
れ
の
人
た
ち
は
、
性
質
が
温
和
で
、
社
交
性
に
富
む
な

ど
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
生
ま
れ
年
と
守
本
尊
を
左
に
示
し
て
み
る
と
、

子
　
年
生
ま
れ
　
　
　
千
手
観
音
菩
薩

丑
寅
年
生
ま
れ
　
　
　
虚
空
蔵
菩
薩

卯
　
年
生
ま
れ
　
　
　
文
殊
　
菩
薩

辰
巳
年
生
ま
れ
　
　
　
普
賢
　
菩
薩

午
　
年
生
ま
れ
　
　
　
勢
至
　
菩
薩

未
申
年
生
ま
れ
　
　
　
大
日
　
如
来

酉

年
生
ま
れ

　
　
不
動
明
王

戌
亥
年
生
ま
れ
　
　
　
八
幡
菩
薩

(今
は
神
格
と
な
る
)
。

今

で
も

こ
の
信
仰
は
、
ひ
ろ
く
信
仰
さ
れ
、
夫
婦
相
性
に
も
考
え
ら
れ
る
が

そ
れ
は
迷
信
と
い
っ
て
も
よ
い
で
な
い
で
し
ょ
う
か
。

六
、
仁
王
門

に
草
鞋
を
奉
納
す
る

　
仁
王
は
、
神
や
仏
を
守
護
す
る
夜
叉
神
な
の
で
、
顔
は
念
怒
相
と
し
て
、
堅

固
な
身
体
に
彫
成
さ
れ
、
い
か
に
も
守
護
神
の
剛
勢
さ
を
感
じ
し
め
る
。



　
も
と
は
、
五
穀
豊
穣

・
家
内
安
全
を
祈
願
し
た
の
で
あ
る
が
、
長
い
間
に
は
、

仁
王
の
剛
健
な
姿
勢
に
中
心
が
移

っ
て
、
脚
の
痛

い
人
、
腰
の
痛
い
人
た
ち
が

手
製
の
草
鞋
す
る
よ
う
に
な

っ
た
り
、
「紙
ツ
ブ
テ
」
を
痛
い
と
こ
ろ
に
打
ち
つ
け

て
、
快
癒
を
祈
る
風
習
に
も
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
。

七
、
七

福

神

　
正
月
や
婚
礼
年
祝
な
ど
の
と
き
に
、
七
福
神
の
軸
を
掛
け
る
。
七
は
陽
数
で

め
で
た
い
と
考
え
た
か
ら
、
七
人
を

選
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
江
戸
時
代
に

確
定
し
た
。
こ
の
神
神
を
崇
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
倖
と
長
寿
、
生
産
、
社
交

学
芸
な
ど
に
恵
ま
れ
、
所
謂
福
を
授
け
て
下
さ
る
と
信
じ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
七
福
神
に
つ
い
て
、
概
説
を
し
て
お
く
。

①

大
黒
天

(発
祥
地

・
印
度
)

　
も
と
は
仏
法
守
護

の
摩
訶
迦
羅
で
大
黒
と
訳
す
。
大
日
如
来
と
も
大
自
在
天

と
も
い

っ
て
、
も
と
は
戦
争
の
神
で
あ
り
、
忿
怒
型
三
面
六
臂
で
頭
骨
を
瓔
珞

と
し
、
蛇
体
を
カ
ツ
ラ
と
す
る
異
様
な
お
姿
で
あ

っ
た
。
そ
の
後
は
厨
房
の
神

と
な
り
、
七
福
神
の
第

一
の
位
置
に
お
か
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

　
日
本
で
は
最
澄
が
は
じ
め
て
伝
え
、
比
叡
山
に
祀
っ
た

が
、
本
地
垂
跡
説
と

大
黒
が
大
国
主
尊
と
の
語
呂
が
似
て
、
大
国
主
尊
と
合
致
し
て
、
福
ノ
神
の
姿

に
換
え
ら
れ
た
。
大
黒
が
米
俵
に
乗

り
、
大
福
袋
を
左
手

で
担
ぎ
、
右
手
で
打

出
の
小
槌
を
ふ
り
あ
げ
な
が
ら
、
微
笑
す
る
親
近
感
を
も
つ
よ
う
に
な

っ
た
の

は
、
後
の
こ
と
で
あ
る
。
大
黒
の
忿
怒
相
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
福
徳
円
満
、

柔
和
慈
愛
を
司
る
神
で
、
京
都
悲
田
院
外
垣
の
大
黒
舞
が
は
じ
ま
り
、
庶
民
も

商
家
も
喜
ん
で
こ
れ
を
迎
え
た
。
わ
が
町
で
は
十
二
月
十
日
に
は
、
大
黒
様
の

年
取
行
事
も
あ
る
が
、
節
分
の
豆
ま
き
の
唱
え
ご
と
に
も
、
大
黒
天
を
内
に
迎

え
た
い
心
を
表
わ
し
て
い
る
。

②

恵
美
寿

(恵
美
須
夷
発
祥
地

・
南
方
島
嶼
)

　
恵
美
須
は
、
南
方
の
海
洋
民
族
の
信
仰
で
あ
る
。
海
を
わ
た
り
漁
民
が
日
本

に
伝
え
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
海
幸
の
恵
美
を
与
え
る
神
な
の
で
、
風
折
烏
帽

子
。
狩
衣
に
指
貫
を
つ
け
、
左
脇
下
に
鯛
を
、
右
手
に
釣
竿
を
持

っ
た
容
姿
に

な
っ
た
の
は
、
中
世
以
後
の
世
俗
の
尊
修
で
あ
る
。
わ
が
町
に
も
、
伊
弉
諾
尊

の
第
三
子
と
か
、
事
代
主
命
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
人
も
多
い
。

　
生
産
神
、
特
に
水
産
守
護
神
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。

③

福
禄
寿

(発
祥
地

・
唐
)

　
長
頭
短
身
で
、
杖
頭
に
経
巻
を
結
び
白
鶴
を
伴

っ
て
い
る
。
こ
の
経
巻
に
は
、

人
間
個
々
の
寿
命
を
記
し
て
あ
り
、
寿
昌
を
司
る
神
と
し
て
南
極
寿
星
の
化
身

で
あ
る
と
も
信
じ
ら
れ
て
き
た
。

④

布

袋

(発
祥
地
)

　
こ
の
神
は
、
も
と
唐
代
の
禅
僧

で
、
或
は
契
此
、
布
袋
子
と
も
呼
ん
で
い
る
。

太
鼓
腹
を
出
し
常
に
破
席
を
携
え
、
杖
で

一
布
袋
を
担

っ
て
供
身
用
具
を
そ
の

中
に
収
め
貯
え
て
い
る
。

　
後
梁
貞
明
二
年
に
死
ん
で
い
る
が
、
非
常
に
社
会
人
を
指
導
し
て
尊
ば
れ
、

弥
勒
菩
薩
の
化
身
で
あ
る
と
い
わ
れ
た
。
人
生
に
赤
裸
々
な
正
直
さ
と
、
慈
悲

の
大
切
な
こ
と
を
教
え
司
る
神
で
あ
る
。

⑤

弁
財
天

(発
祥
地

・
印
度
)



　
す
ぐ
れ
た
弁
舌
で
仏
法
を
流
布
し

た
女
性

で
、
大
弁
天

・
大
弁
功
徳
天

・
美

音
天

・
弁
天

・
妙
音
天
な
ど
と
書
か
れ
て
い
る
。

　
頭
に
白
蛇
の
宝
冠
、
右
に
剣
、
左

に
宝
珠
、
人
臂
で
青
色
の
蚕
衣
を

つ
け
て

立

っ
て
い
る
。
し
か
し
座
像

の
と
き
は
、
左
膝
を
た
て
た
形
で
琵
琶
を
弾
じ
て

い
る
も
の
も
あ
る
。
弁
財
天
は
詠
歌
音
楽
を
司
祭
す
る
神
で
あ

っ
た
が
、
日
本
-

に
伝
来
し
て
、
寿
命
増
益

・
怨
敵
退
散
、
俗
信
で
は
財
宝
満
足

・
弁
舌
の
上
達

を
司
る
神
と
信
じ
ら
れ
、
立
板
に
水

の
弁
舌
と
か
、
流
れ
る
よ
う
な
弁
舌
と
か

が
附
会
し
て
、
池
水
の
ほ
と
り
に
祀
ら
れ
て
水
神
と
い
わ
れ
、
市
杵
島
姫
と
混

同
さ
れ
て
は
、
島

に
多
く
祀
ら
れ
た
。
各
地
の
弁
天
島
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

わ
が
町
で
も
江
戸
中
期
か
ら
、
弁
財

天
信
仰
が
盛
ん
で
あ

っ
た
ら
し
く
、
各
地

に

「
巳
待
供
養
塔
」
が
あ
る
。
江
戸
幕
藩
体
制
下
で
、
地
区
や
農
民
が
重
い
貢

租
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
弁
天

・
巳
待

の
碑
を
た
て
た
背
景
を
考
え
る
と
、
稲
作

耕
作
と
水
、
生
活
と
水

の
深
い
か
か
わ
り
あ
い
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑥

毘
沙
門
天

(発
祥
地

・
印
度
)

　

日
本

で
は
多
聞
天
と
約
す
。
仏
法
を
守
護
す
る
四
天
王
の

一
つ
で
、
北
方
守

護
の
神

で
あ
る
。
印
度
の
須
弥
山

の
第
四
級
層
に
住
し
て
、
可
畏

・
天
敬

・
衆

帰
の
三
城
を
有
し
て
い
る
。
武
装

し
て
腰
を
ひ
ね
り
、
右
手
に
矛
、
左
手
に
塔

を
捧
げ

て
い
る
忿
怒
形
で
あ
る
。

⑦

寿
老
人

(発
祥
地

・
唐
)

　

老
人
の
形
で
、
杖
を
持
ち
鹿
を
伴

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
鹿
の
字
が
鹿
と
も
よ

む
か
ら
で
あ
る
。

　

延
命
長
寿
を
司
る
神

で
、
福
禄
寿
と
同
星
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

八
、
山

岳

信

仰

　
私
達
の
祖
先
は
、
霊
と
神
と
を
生
活
の
は
じ
め
か
ら
実
在
す
る
も
の
と
し
て

信
じ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
精
神
文
化
の
未
発
達
の
時
代
の

一
つ
の
偉
大
な
発
見

で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
そ
れ
は
、
自
然
発
生
的
な
全
く
素
朴
な
信
仰
な
の
で
あ

る
。
天
地
の
境
界
を
す
る
高
い
山
岳
は
、
神
の
住
み
給
う
地
で
あ
り
、
ま
た
祖

霊

(精
霊
)
の
安
住
の
浄
地
と
考
え
て
い
た
。
周
り
の
高
い
山
々
に
、
い
ろ
い

ろ
な
神
を
祭
る
の
は
、
日
本
人
の
特
質
で
あ
り
、
時
に
は
大
和
国
三
輪
山
の
よ

う
に
、
山
姿
そ
の
ま
ま
を
神
と
信
仰
し
た
の
で
も
わ
か
る
。

　
わ
が
柳
津
町
も
、
飯
谷
山
に
飯
谷
神
を
祭
り
、
大
岩
山
に
愛
岩
神
を
祀

っ
た

の
も
、
決
し
て
不
自
然
な
も
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
や
、
会
津
盆
地
か
ら
眺
め

ら
れ
る
飯
豊
山
に
も
、
磐
梯
山
に
も
、
廐
山
に
も
、
ま
た
猫
魔
岳

・
大
戸
岳

・

博
士
山

・
明
神
岳
な
ど
、
す
べ
て
神
々
を
祀

っ
て
、
豊
作
と
生
活
の
幸
福
を
祈

念
し
た
の
で
あ
る
。
平
安
初
期
か
ら
は
、
修
験
道
が
発
達
し
て
、
山
の
霊
気
に

よ
り
、
法
力
を
身
に
つ
け
よ
う
と
す
る
修
験
は
、
回
峯
行

・
瀧
入
行
な
ど
の
流

行
を
積
み
、
自
己
の
霊
と
神
の
霊
と
の
融
合
し
た
特
異
な
法
力
を
も

つ
よ
う
に

な

っ
た
。
山
伏

(法
印
)
が
そ
れ
で
あ
り
、
わ
が
町
に
も
、
こ
う
し
た
家
が
数

戸
も
あ
る
の
は
、
当
然
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。

①
　
飯
豊
山

　

福
島

・
山
形

・
新
潟
三
県
境
に
聳
え
る
海
抜
二
、

一
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
山
で

あ
る
。
五
大
虚
空
蔵
を
本
尊
と
す
る
。
飯
豊
明
神

(現

・
飯
豊
神
社
-
主
祭
神

大
国
主
命
)
に
、
十
五
、
六
歳
に
な
る
と
参
拝
す
る
。
こ
の
神
詣
を
し
な
い
と
、



地
区
で
は

一
人
前
と
み
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

い
わ
ば
こ
の
参
拝
は
人
生
の
う

ち
の
通
過
儀
礼
の

一
つ
な
の
で
あ
る
。
地
区
の
数
人
の
同
行
者
が
決
ま
る
と
、

旅
篭
屋
に
五
～
七
日
の
間
、
家
族
と
別
火
行
を
す
る
。
屋
根
に
幣
を
た
て
て
忌

を
示
し
、
七
～
八
月

で
も
袷
か
綿
入
を
着

て
、
元
結
の
首
し
め
を
掛
け
、
朝

・

昼

・
夜
と
水
垢
離
を
と
る
。
そ
し
て
、
心
身
潔
斎
が
終
わ
る
と
先
達
に
引
率
さ

れ
て
、
馬
な
ど
に
乗
り
、
山
都
町
木
曽

の
船
場
に
ゆ
き
、
小
舟
で
阿
賀
川
を
渡

り
、
そ
れ
か
ら
徒
歩
で
川
入

・
御
沢
を
す
ぎ
、
木
ノ
根
坂
を
登
る
。
こ
の
と
き

は
、
白
御
衣

・
白
脚
絆

・
白
足
袋

・
白
冠
に
茣
蓙

・
管
笠
に
金
剛
杖
で
あ
る
。

下

・
中

・
上
の
各
、
十
五
里
を
す
ぎ
、
剣
ケ
峯

・
御
秘
所

・
草
鞋
塚

・
箸
納
子

(八
王
子
)
を
あ
い
ぎ
あ
い
ぎ
登
り
、
頂
上
の
御
本
社

で
深

々
と
祈
願
す
る
。

山
の
霊
気
を
感
ず
る
の
は
、
霧
が
わ
き
、
匐
松
が
あ
り
、
名
の
知
れ
る
高
山
の

鳥
の
鳴
声
に
接
し
た
と
き
で
あ
る
。
二
度
目
参
詣
者
は
、
大
日
岳

(御
西
)
ま

で
、
奥
ノ
宮
ま
い
り
と
し
て
ゆ
く
こ
と
も
あ
る
。

　
参
拝
が
す
む
と
、
帰
路
に
つ
き
、

一
ノ
木

ム
ラ
ま
で
下
り
、
こ
こ
で

一
泊
し

翌
朝
ま
た
往
路
と
同
じ
く
し
て
帰
宅
す
る
。
こ
の
と
き
、
ム
ラ
の
子
供

へ
の
土

産
と
し
て
、
気
多
之
宮

ム
ラ
か
ら
、
煎

餅

(色
せ
ん
べ
い
)
を
買

っ
て
、
入
口

で
迎
え
る
子
供

へ
播
与
す
る
。

　
同
行
者
が
、
飯
豊
本
社
参
拝
の
前
夜
は
、
兄
弟

・
近
親
者
は
、
旅
篭
屋
に
集

ま
り
、
「
助
垢
離
」
を
し
て
、
御
山
晴
天
と
同
行
の
安
全
祈
願
を
す
る
。
帰

っ
た

同
行
者
は
、
旅
支
度
を
脱
ぎ
旅
篭
屋
に
集
合
、
諸
会
計
を
す
ま
せ
、

一
夜
の
篭

行
を

つ
と
め
て
帰
宅
し
、
屋
根
幣
を
と

っ
て
、
納
め
る
の
で
あ
る
。

　
尚
、
湯
殿
山

(三
山
)
参
詣
の
御
篭
も
こ
れ
と
等
し
い
の
で
省
く
。

②

湯
殿
山
参
詣

(奥
ま
い
り
)

　
山
形
県
鎮
座
の
羽
黒
山

・
月
山

・
湯
殿
山
と
三
山
を
巡
拝
し
て
く
る
。
旅
篭

屋
の
こ
と
は
省
く
。

　
多
く
は
、
羽
黒
山
の
合
祀

所
で
帰
る
が
、
健
脚
者
は
、
月
山
神
社
に
下
降
参

拝
し
て
、
帰
宅
す
る
。
湯
殿
山
の
御
神
体
は
大
き
な
岩
肌
に
、
静
か
に
流
れ
落

ち
る
湯
の
お
姿

で
宮
は
な
い
。
全
く
山
岳
信
仰
の
象
徴
的
な
神
で
あ
る
。

　
飯
豊
神
社
も
、
羽
黒
三
山
神
社
も
、
五
穀
豊
穣
を
司
宰
す
る
神

で
あ
る
た
め

に
参
詣
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
奥
の
三
山
詣
は
、
代
参
制
の
と
こ
ろ
も
あ
る
(今

は
両
方
と
も
少
な
く
な
っ
て
、
む
し
ろ
レ
ジ
ヤ
ー
と
し
て
、
登
山
す
る
人
も
多

く
な

っ
た
)。

九

、

二
十

三
夜

塔

(八
日
講
も
仝
じ
)

　
月
待
の
祭
で
あ
る
。
こ
の
信
仰
者
は

「
二
十
三
夜
講
」
を
結
ん
で
、
毎
月
二

十
三
日
の
夜
、
定
め
た
輪
番
の
宿
に

一
重
を
持
参
し
、
二
十
三
夜
月
の
出
る
の

を
待

っ
た
、　

い
わ
ば
修
養
行
事

・
社
交
行
事
な
の
で
あ
る
。
新
月
と
満
月
の

中
間
が
八
日
、
満
月
と
新
月
の
中
間
が
二
十
三
夜
な
の
で
あ
る
。
暦

の
持
た
な

い
古
い
時
代
に
、
月
の
満
虧
に
よ

っ
て
、
生
活
を
規
制
し
て
い
た
名
残
で
あ
る
。

　

こ
の
二
十
三
夜
は
、
女
性
の
集
会

で
あ
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
集
会
し
た

婦
人
は
、
月
の
出
る
ま
で
、
社
会

の
ニ
ュ
ー

ス
や
生
活
の
話
に
花
を
咲
か
せ
、

善
根
善
果
を
知
る
社
会
教
育
で
あ
り
、
ま
た
連
帯
感
を
強
め
る
社
交
場
で
も
あ

っ
た
。
月
の
出
を
拝
し
て
、

一
夜
を
宿
で
あ
か
し
、
翌
二
十
四
日
の
朝
は
、
地

蔵
尊
に
参
詣
し
て
帰
宅
し
た
。
心
身
清
浄
の
忌
み
夜
な
の
で
、
男
と
同
衾
し
て



子
供
を
孕
む
と
、
そ
の
子
は
将
来
必
ず
社
会
悪
を
す
る
と
い
う
信
仰
で
、
男
に

近
づ
か
な
か

っ
た
。

一
〇

、

庚

申

講

　
十
干
十
二
支
の
庚

・
申
が
合
致
し

た
六
十
日
目
毎
の
神
祭
で
あ
る
。
諸
説
が

あ

っ
て
さ
だ
か
で
は
な
い
が
、
こ
の
日
は
特
殊
な
禁
忌
を
す
る
の
で
あ
る
。
庚

申
の
夜
は
、
体
内
に
住
む
三
尸
の
虫

(上
尸

・
中
尸

・
下
尸
)
が
、
人
の
眠

っ

た
と
き
に
体
内
か
ら
抜
け
出
し
て
天

に
昇
り
、
天
帝
に
過
去
の
罪
禍
を
知
ら
せ

る
と
、
生
命
を
奪
わ
れ
る
と
い
う
信
仰
で
、
我
が
国
に
中
古
に
伝
わ
り
、
夜
を

徹
し
て
語
り
あ
い
、
酒
食
を
と
も
に
し
た
。

　
庶
民
で
は
、
室
町
末
期
か
ら
庚
申
待
、
庚
申
講
と
な

っ
て
流
行
し
た
。
申
は

猿
に
結
び
つ
け
、
猿
を
神
使
と
す
る
山
王
神
の
信
仰
に
転
化
し
、
近
世
中
期
に

な

っ
て
、
六
臂
の
青
面
金
剛
像
の
彫
刻
が
生
ま
れ
て
き
た
。

　
ま
た
、
講
員
は
そ
の
年
に

「庚
申

待
碑
」
な
ど
を
た
て
る
こ
と
も
多
く
な
り
、

わ
が
町
で
は
、
二
十
基
を
越
し
て
い
る
。
庚
申
は
ま
た
厄
病
除
と
か
、
悪
魔
除

と
も
な
り
、
正
月
の
第

一
庚
申
日
に
は
、
講
中
に

「魔
除
札
」
を
配
る
と
こ
ろ

も
あ
る
。
こ
れ
は
出
入
口
の
戸
の
裏

に
貼
る
と
、
そ
う
し
た
も

の
が
入
ら
な
い

と
信
じ
て
い
た
。

　
ま
た
潔
斎
日
な
の
で
、
男
は
女
を
近
づ
け
ぬ
た
め
、

一
夜
を
講
中
で
あ
か
し

た
。
こ
の
日
に
孕
む
と
、
盗
人
に
な
る
子
が
産
ま
れ
る
と
お
そ
れ
ら
れ
た
。
ま

た
、
婚
礼
も
な
る

べ
く
行
わ
な
い
こ
と
と
し
た
。

　
浄
土
真
宗
に
は
、
庚
申
塔
は
た
て
な
い

(月
光
寺
担
下
)
。

一
一

、

巳

待

塔

　
こ
れ
は
、
巳
の
日
に
弁
財
天

(弁
天
)
を
祭
る
日
で
あ
る
。
三
葉
雑
記
の
中

に
、
「
弁
財
天
を
巳
巳
に
祭
る
を
巳
待
と
い
う
」
と
あ
る
の
で
も
知
ら
れ
る
。

　
巳
は
水
に
も
通
じ
、
弁
財
天
は
、
音
楽
の
神
、
そ
し
て
水

の
流
す
よ
う
な
弁

護
を
す
る
た
め
に
、
水
の
神
と
俗
信
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
水
に
非
常
に
恵
ま

れ
な
い
土
地
、
ま
た
水
難
に
罹
災
し
た
人
々
は

「
巳
待
供
養
」
を
し
て
、
荒
魂

を
和
魂
に
と
祈
り

つ
づ
け
て
き
た
。
弁
財
天
は
、
七
福
神
の
中
の
紅

一
点
の
福

神
で
も
あ
る
。
わ
が
町
に
も
、
こ
の
供
養
碑
が
六
基
も
あ
る
。

一
二

、
古
峯
ケ
原
講

　
栃
木
県
古
峯
ケ
原
に
鎮
座
す
る
古
峯
神
社
信
仰
者
の
講
で
あ
る
。
御
祭
神
は

日
本
武
尊
で
、
尊
が
東
国
の
蝦
夷
征
伐
の
際
、
静
岡
県
焼
津

の
原
で
、
賊
に
火

攻
め
の
際
、
草
を
薙
ぎ
火
鎮
を
し
た
故
事
に
よ
る
の
で
あ
る
。
所
謂

「
火
よ
け
」

の
神
で
、
愛
岩
神
社
の

「火
具
土
ノ
神
」
と
御
神
徳
は
似
て
い
る
。

　
わ
が
町
は
、
こ
の
神
社
信
仰
以
前
は
、
「秋
葉
神
社
」
の
火
の
神
そ
の
ま
た
以

前
は
、
金
剛
山

(遠
州
)

の
火
の
神
を
信
仰
し
て
い
た
。
い
ま

で
も
こ
の
信
仰

の
遺
風
の
碑
が
散
見
す
る
。

　

こ
の
神
社
は
、
は
や
く
か
ら

「講
の
結
成
」
に
力
を
入
れ
た
た
め
、
信
仰
者

の
広
域
性
と
定
着
性
が
あ
る
。
地
区
の
代
参
者
が
毎
年
参
詣
し
て
、
「鎮
火
神
符
」

を
配

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。



　

　

一
三
、

山

ノ

神

講

　

山

ノ
神

、

即

ち

「
大

山

抵

神

L

を

祭

る

講

で
、

各

地

区

で
行

わ

れ

て

い
る

。

山

を

生

活

の
基

盤

と

す

る

わ

が

町

で

は
、

古

く

か

ら

信

仰

さ

れ

て
き

た

。

二
月

十

二

日
と

十

一
月

十

二

日

(
十

二
月

十

二

日
)

に
、

大

山

抵

神
社

か

、

当

番

の

家

に
講

員

参

集

し

て

、

山

ノ
神

を

祭

り

、

そ

の

の
ち

金

品

を

出

し

あ

い
、

神

酒

の
直

会

を

し

て
楽

し

む

。

こ

の

日
は

、

山

仕

事

を

休

み

、

一
切

山

に
入

る

こ
と

を
忌

ん

だ

の

で
あ

る

。

　

こ

の
信

仰

は
、

山

の
神

を

醜

女

と

考

え

た

り

、

ま

た

木

ノ
花

咲

耶

姫

の
よ

う

な
美

人

と

考

え

た

り

、

大

山

抵

の
国

津

神

と

考

え

る

と

こ
ろ

な

ど
非

常

に
ま

ち

ま

ち

で
あ

る
。

二

月

と

十

一
月

の
十

二

日

に
は

、

山

ノ
神

が

山

中

を

隈

な

く

遊

行

さ

れ

、

二
月

に

は
山

に

木

を
植

え

、

十

二
月

に
は

そ

の
成

長

の
木

を

数

え

ら

れ

る

の

で
、

山

中

で

こ

の
神

に
逢

う

と

不

幸

に
な

る

と

て
、

昔

の
人

は

一
日
休

ん
だ

の

で
あ

る

。

山

ノ
神

は

、

一
ツ
目

小

僧

の
お

姿

な

の

で
、

十

二

日

に
は

、

決

し

て
入

山

し

な

か

っ
た

の

で
あ

る

。

ま

た

、

山

ノ
神

は

田

ノ
神

の
神

格

も
備

え
ら

れ

て

い

る
。

　

二
月

に

田

に
降

り

、

(
サ
オ
リ
)

十

一
月

収

穫

が

経

る

と

山

へ
帰

ら

れ

る

と

も

い
わ

れ

た
。

そ

の
年

の
初

山

入

り

は

、

山

シ

メ
を

作

り

、

そ

の

シ

メ
に
木

炭

・

餅

.
昆

布

・
田
作

な

ど

を

は

さ

ん

で
、

山

ノ
神

の
供

物

と

し

て

、
山

ノ
神

社

の

木

の
枝

に
か

け

て

く

る

と

、

山
仕

事

に
怪

我

な

く

、

山

ノ
幸

を

授

け

て
貰

え

る

と
信

じ

た
か

ら

で
、

ま

こ

と

に

美

し

い
信

仰

で
あ

る

。

　

　
一
四
、

オ

シ

メ

サ

マ

(
オ

シ

ン
メ

イ

サ

マ
)

　

他

の
地

方

で
は

、

「
オ

シ

ラ

サ

マ
L

と
も

い
う
。
大

正
初

期

ま

で

こ

の
信

仰

は

続

い

て

い

た

。

い

つ
か

消

え

て

し

ま

っ
て
、

今

で
は

知

っ
て

い

る

人
も
少

な
い
。

　

わ

が

町

で
は

、

た

だ

一
組

が

龍
蔵

庵

の
船

木

キ

ヨ
子

氏

が
保

存

し

て
あ

る

。

実

に

唯

一
の

文

化
遺

産

な

の

で
あ

る

。

こ

の
神

は

、

遊

行

神

な

の

で
、
村

々
、

家

々
を

遊

ば

せ

て

貰

っ
て

歩

く

。

川

の
上

流

の
桑

木

で
、

二
岐

の

枝

の
と

こ
ろ

で
切

り

と

り

、

そ

れ

を

頭

に

し

て

、

色

々
な

細

布

を

巻

き

つ
け

て

、

男

女

夫
婦

の
神

姿

と

す

る

。
黒

布

は

つ
け

な

い

。

こ
れ

を

巫

女

が

両

手

で

一
体
づ

つ
持

ち

呪
文

を

唱

え

な

が

ら

、
頭

痛

の

人

に

は

頭

を

、

腰

痛

の
人

は

腰

な

ど

と

、

そ

の

人

の
苦

悩

の

と

こ

ろ
を

軽

く

叩

い

て

遊

ば

せ

る

と

、

患

部

が

治

る

と
信

じ

ら
れ

て
、
　

一
時

流

行

し

た

。

　

「
オ

シ

メ

サ

マ
L

の
最

古

の
も

の

は

、
慶

長

四

年

(
一
五

九

九

)

の
も

の

で

あ

る
。

　

　
一
五
、

オ

ワ

カ

サ

マ

(
イ

タ

コ
と

も

い
う

)

　

巫

女

の

一
種

で
多

く

は
女

の

人

で
あ

る

。
女

の

人

は
神

葱

り

が

容

易
な

の
で
、

よ

く

「
オ

ガ

ミ

ヤ
L

と

い
わ

れ

る
人

が

い

た

。
神

習

教

の
信

者

で
、

熱

心

な

人

は

、

免

許

を

と

り

有

資

格

者

と

な

る

人

が

い

る
。

「オ

ワ
カ
サ

マ
L
は

、

神

に
真

剣

に
祈

る

と

、

神

が

の
り

う

つ
り

、

死

人

の
霊

が
呼
.出

さ

れ

て

、

生

存

者

と

談

話

が

で
き

る

現

象

に

な

る

。

河

東

村

冬

木

沢

の

阿
弥

陀

堂
前

に

は

、
「
オ

ワ
カ
サ

マ
L

が

い

て
、

七

月

朔

日

の
祭

礼

の

日

に

こ

こ

へ
行

き

、

巫
女

を

界

し

て
今

は



な

き

人

と

対

話

し

て
、

泣

い

て
来

た

の

で
あ

る

。
七

月

一
日
を

「
泣

き

の
朔

日

」

と

い
う

の
は

、

こ
れ

か

ら

言

い

伝

え

て

き

た

。

現

在

は

み
る

こ
と

は
で
き

な

い
。

　

巫

子

は

過

去

の

こ

と

は

い
う

ま

で
も

な

く

、

未

来

の
予

言

も

で
き

た

の

で
あ

る

。

「
イ

タ

コ
」

と

い
う

の
も

こ

の
別

名

で
あ

る
。

一
六

、

屋

敷

神

　

わ

が

町

に
も

、

各

家

々
の
信

仰

神

を

屋
敷

内

に
祭

っ
て
あ

る

の
を
見

か
け

る
。

祭
神

は

、

バ

ラ

エ
テ

ィ
に
富

ん

で
い

て

一
定

し

な

い
。

一
番

多

い

の

は
、

稲

荷

で
、

通

称

屋

敷

稲

荷

と

い

っ
て

い

る
。

祭

神

は

、

保

食

神

で
食

糧

を

司

る

神

で

あ

る
。

こ

の
神

は

、

五

穀

豊
穣

を

守

る
神

で
、

農

家

で
は

深

い
信

仰

が

あ

る
。

　

そ

の
ほ

か

は

、

祖

神

・
氏

神

・
水

神

な

ど

の
よ

う

で
あ

る

。

毎

年

二
月

初

午

の
日

は

、

屋

敷

稲

荷

に
紅

・
白

の
旗

を

た

て

、

赤
飯

・
豆

い
り

・
油

揚

な

ど

を

供

え

て
祈

る

。

氏

神

は

村

の
鎮

守

祭

と

同
時

に

祭

っ
た

り

、

水

神

は
、

水

に
関

係

あ

る

と

き

に
祭

る
。

江

戸

時

代

に

な

る

と

仏

家

の
附

説

で
、

稲

荷

は
狐

に
お

き

か

え

ら

れ

て
し

ま

っ
た

が
、

こ
れ

は

俗

信

で
あ

る

。

　

狐

憑

き

な

ど

と

い

っ
て

い

る

の

は
、

狐

の
す

ば

し

こ
さ

の

こ
と

と

、

そ

の
神

の
信

仰
者

を

定

着

さ

せ

た
り

、

ひ

ろ

め

た

り

す

る

た

め

の
手

段

で
あ

っ
た
と

い

う
。

一七
、

建

舞

飾

り

と
女

性

　
建
舞

(ま
た
は
建
前
)
は
、
柱
立
を
い
う
の
で
あ
る
が
、
わ
が
町
で
は

「棟

上
げ
」

の
日
を
い
う
。
昔
は

「柱
立
」
と

「棟
上
げ
」
が
建
築
技
術
の
進
歩
に

よ

っ
て
、　

一
日

で
終

わ

る

よ

う

に
な

っ
て
き

た
。

　

建

築

儀

礼

は

、

そ

の
進

行

に

つ
れ

て
、

い

ろ

い
ろ

な
行

事

が

あ

る

。

そ

の
う

ち

で
、

「
棟

上

げ

」
の

と

き

は

、
扇

を

つ
け

て
、

さ
ら

に
大

き

な

弓

を

つ
く

り

、

弦

は

白

布

一
反

、

矢

は

弦

を

満

に
張

っ
て
、

鬼

門

に
む

け

、

そ

の
飾

り

に

は
、

鏡

.
白

粉

・
紅

・
櫛

そ

の
他

の
婦

人

の
用

具

を

供

え

る
。

そ

し

て

五
色

の
旗

を

た

て

る

。

こ

の
様

子

は

、

ま

こ
と

に
新

鮮

味

と

爽

快

さ

が

あ

る

。

こ

の
女

性

用

具
飾

り

の
伝

承

は

、

伝

説

の
部

に
入

れ

る
。

　
昔

の
建

築

は

、

村

の
共

同

体

と

し

て
最

重

最

大

の
行

事

で
、

同

族

は

勿

論

、

地

区

の
総

労

働

力

を

結

集

し

て
行

わ

れ

た
遺

風

が
、

い
ま

で
も

み

る

こ
と

が

で

き

る

。

義

理

・
人

情

な

ど

の
連

帯

感

も

、

こ
う

し

た
行

事

を

基

盤

と

し

て
、

漸

次

発

達

し

た

も

の

で
あ

る

。

そ
し

て
扇

は
神

を

招

き

よ

せ

て

祝

い
、

弓

矢

は

鬼

門

か

ら

の
悪

魔

を

打

ち

は

ら

う

も

の

で
あ

る
。

こ

の

「
棟

上

げ

」

に
よ

っ
て
、

家

屋
材

の
全

重

量

の
半

分

以

上

を

使

っ
た

こ
と

の
意

味

も

ふ

く

ま

れ

て

い

る
。

　

ま

た

、

大

黒

柱

は

「
棟

持

ち

柱

」

と

よ

び

、

大

切

な

も

の

で
、

お

札

を

お

さ

め

た

り

、

貼

っ
た

り

し

て
家

の
魂

が

入

っ
て

い

る
。

一
八
、

民

間
信

仰

碑

　
野
仏
の
心
　

こ
こ
に
取
り
上
げ
た
も
の
は
、
寺
院
の
奥
深
く
安
置
さ
れ
る
本

尊
仏
で
は
な
く
、
風
雨
に
さ
ら
さ
れ
路
傍
や
墓
地
に
立

つ
石
仏

・
供
養
碑
群
で

あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
気
軽
に
接
す
る
こ
と
の
で
き
る
庶

民
性
が
あ
る
。

　
山
岳
信
仰
と
し
て
の
湯
殿
山

・
飯
豊
山

・
廐
山
等
は
全
域
に
分
布
し
そ
の
広



さ
が
あ
り
、
ま
た
昭
和
年
代
に
お
い
て
も
極
く
稀
で
は
あ
る
が
造
成
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
か
ら
見
る
と
、
今
も
生
き
て

い
る
民
間
信
仰
の
根
強
さ
が
う
か
が
わ

れ
る
。
観
音
信
仰
は
、
比
較
的
只
見
川

沿
岸

に
そ
の
分
布
が
多
く
、
そ
の
中
で

も
特
色
の
あ
る
の
は
、
お
ぼ
を
抱
く
子
安
観
音
が
多
い
の
に
驚
か
さ
せ
ら
れ
る

こ
と
か
ら
見
る
と
、
子
ど
も
に
対
す
る
愛
情
や
、
そ
の
冥
福
を
祈
る
厚
い
感
情

が
漂

っ
て
い
る
。

　

旧
道
の
草
む
ら
の
中
に
、
墓
地
の

一
隅
に
或
は
木
立
の
峠
に
野
仏
を
拝
む
と
、

慈
悲
の
相
、
忿
怒
の
相
さ
と
り
の
相
、
微
笑
の
相
等
異
な
る
相
に
よ

っ
て
現
代

に
訴
え
て
い
る
こ
と
は
人

々
の
心
を
各
種
の
型
に
よ

っ
て
教
化
し
て
ゆ
く
石
仏

の
心
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
数
は
少
な
い
が
、
弁
財
天
碑
が
見
う
け
ら
れ
る
。
即
ち
小
柳
津

・
下
藤

・
門

前
町

・
十
五
町

(
お

っ
こ
し
)
等
地
形
的
に
見
て
も
水
害
と
密
接
な
関
係
に
あ

る
こ
と
が
う
な
づ
け
る
。
山
津
浪
の
場
所
、
河
川
の
屈
曲
点
な
ど
に
供
養
碑
が

建

っ
て
い
る
点
な
ど
見
る
と
水
に
対
す

る
悩
み
や
恩
恵
に
対
し
て
供
養
す
る
心

が
こ
の
石
碑
の
文
字

に
刻
み

つ
け
ら
れ

て
い
る
。

　

こ
う
し
た
碑
や
像
は
す

べ
て
が
石
材
を
使
用
し
て
い
る
。
然
も
大
き
い
も
の

は
何
ト
ン
も
あ
る
巨
石
で
、
人
力

で
山

上
ま
で
あ
げ
て
祀

っ
て
あ
る
こ
と
を
思

う
と
、
偉
大
な
る
民
間
信
仰
の
力
が
我

々
に
語
り
か
け
て
い
る
よ
う
な
気
が
し

て
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
山
野
を
歩
き
集
録
し
て
見
る
と
、
偉
大
な
る
先
人
の

力
と
信
仰
が
我
々
に
迫

っ
て
く
る
…
…
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
す
べ
て
が
町
の

歴
史
で
あ
り
文
化

で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
現
代
人
は
文
化
財
と
し

て
、
こ
の
野
仏
の
心
を
残
す
責
務
を
痛
感
す
る
。

灯 籠 式 六 地 蔵 尊(小 巻)古 峯 神 社(黒 滝)



地

蔵

碑

(
軽
井
沢
)

不 動 尊(寺 家町 ・大清水)

鬼

子

母

神

(藤
)

弁

財

天

供

養

塔

(
一
王
町
・追
越
)

お ぽ 抱 き 観 音(早 坂峠)



勝軍地蔵(麻 生 ・愛宕神社)

延 命 地 蔵 尊(藤)

←湯 殿 山 供 養 塔(藤 分校前)

子 安 観 音(小 柳津)→

水神 様(大 野 ・光泉寺)



民

間
信
仰

に
関
す

る
碑

お
よ

び
供
養
碑

一
覧

表

名

　

　

　

称

建

碑

年

次

場

　

　

　

所

名

　

　

　
　
称

建

碑

年

次

場

　

　

　

所

庚

申

供

養

塔

湯

　
　

殿

　
　

山

馬
頭
観
世
音

(大
龍
号
)

湯

　
　

殿

　
　

山

湯

殿

山

供

養

塔

厩

　

　

　

　
山

弁

財

天

供

養

塔

巳

待

供

養

塔

厩

　

　

　

　
山

馬

頭

観

世

音

湯

　
　

殿

　
　

山

馬

頭

観

世

音

飯

　
　

豊

　
　

山

湯

　
　

殿

　
　

山

勝
軍

地

蔵

(
木
彫
)

地

蔵

尊

(
石
像
)

不

動

尊

(
石
像
)

湯

　
　

殿

　
　

山

明

和

九

年

元

治

元

年

昭
和

十
八
年

文
政

十
三
年

安

永

九

年

無

　

　

銘

享
保

十
九
年

明
治
三
十
二
年

嘉

永

五

年

文

化

九

年

明

治

　

年

文

化

九

年

文

明

三

年

文
政

十

一
年

無

　

　
銘

元

禄

九

年

無

　

　

銘

嘉

永

五

年

　

八
月

一
日

円
蔵
寺
仁

王
門
下

円
蔵
寺
仁
王
門

下

円
蔵
寺
仁

王
門
下

大
平
町

安
久
津

入
口

一
王

町
入
口

一
五
町
入
口

一
王

町
入
口

一
王

町
入
口

一
王

町
入
口

一
王

町
入
口

一
王

町
入
口

一
王

町
入
口
・

一
王

町
入
口

門
前

町
愛

宕
神
社

門
前

町
愛

宕
神
社

門
前

町
糸

滝

寺
家

町
大
清

水

子
育
観
音

(お
ぼ
抱
き
)

金

毘

羅

神

社

碑

石

尊

大

権

現

子
育
観
音

(お
ぼ
抱
き
)

つ
ん

ぽ

神

(
三
基
)

湯

　
　
殿

、

山

飯

　
　
豊

　
　
山

湯

　
　
殿

　
　
山

延

命

地

蔵

湯

　
　
殿

　
　
山

延

命

地

蔵

尊

湯

殿

山

供

養

碑

厩

　

　

　
　
山

地

　
　
蔵

　
　
尊

湯

　
　
殿

　
　
山

天

満

天

神

納

　
　
経

　
　
塔

地

蔵

尊

(
石

像

)

無

銘

昭

和

六

年

無

銘

無

銘

無

銘

元

治

二

年

無

銘

無

銘

無

銘

元

治

二

年

無

銘

文

化

四

年

慶

鷹

元

年

無

銘

無

銘

無

銘

嘉

永

三

年

文

久

元

年

諏
訪
町
、

諏
訪
神
社
境
内

瑞
光
寺

公
園

瑞
光
寺

公
園

早
坂
峠
大

野
新

田
道

国
道
、
細
越

分
岐
点

細
越

(下

原
)

細
越

(下

原
)

細
越

(
下
原
)

細
越

(下

原
)

八
坂
野

八
坂

野

藤
分
校

地
内

藤
分
校
地

内

藤
分
校

地
内

藤
分
校

地
内

上
藤

藤
分
校

西
街

道

藤
真

光
寺

前



名

　

　

　
　
称

建

碑
年

次

場

　

　

　

所

名

　

　

　
　
称

建

碑

年

次

場

　

　

　

所

飯

　
　

豊

　
　

山

山

神

供

養

塔

二

十

三

夜

供

養

塔

馬

頭

観

世

音

(
石

像

)

鬼
子

母

尊

神

南

無

妙

法

連

華

経

石

　

　

　
　

神

弁

財

天

供

養

巳

　
　

待

　
　

塔

山

　
　

神

　
　

社

ヱ
J
育
観

世
音

(
お
ぼ
抱
き

)

な
で
切
地
蔵

(
石

　

　
像
)

湯

殿

山

供

養

湯

　
　

殿

　
　

山

巳

需

供

養

不

動

尊

(石

像
)

水

　

神

(

司ネ

)

地
　
蔵
　

尊

(灯

篭
式
)

如
意
輪
観

音

(石
　

像
)

元

治

元

年

文
化

十

四
年

無

　

　
銘

明
治

二
十

年

　

四
月
八
日

慶
応
元
年
八
月

無

　

　
銘

無

　

　
銘

天

文

五

年

　

九
月

一
日

天

明

二

年

　

十
月
五
日

天

保

三

年

無

　

　
銘

無

　

　
銘

無

　

　
銘

無

　

　
銘

明

和

三

年

無

　

　
銘

無

　

　
銘

無

　

　
銘

昭

和

八

年

上
、
中

両
藤
中
間

藤
新

道
入

口

藤
新

道
入

口

藤
新

道

下
藤

下
藤

下
藤

下
藤
、

御
稜
神
社

下
藤

、
御
稜
神
社

下
藤
、
御
稜
神
社

小
柳

津
観
音
堂

小
柳

津

猪
鼻

猪
鼻

猪
鼻

黒
滝
入

口

大
野

大
野
新

田

軽
井
沢
分
校
上

地

蔵

尊

(
石

像

)

地

蔵

尊

(
石

碑

)

聖

観

世

音

(
石

像

)

湯

　
　

殿

　
　

山

湯

　
　

殿

　
　

山

飯

　
　

豊

　

　
山

湯

　
　

殿

　
　

山

子
育
観

音

(
お

ぼ
抱
き
)

十

二

所

権

現

湯

　
　

殿

　
　

山

子
育
観
音

(
お

ぼ
抱
き
)

子
育
観
音

(
お

ぼ
抱
き
)

子
育
観

音

(お

ぼ
抱
き
)

湯

殿

山

供

養

塔

巳

待

供

養

塔

大

日

如

来

(
石

像

)

飯

豊

山

供

養

塔

湯

殿

山

供

養

塔

馬

頭

観

世

音

明
治
三
十
九
年

嘉

永

二

年

無

　

　
銘

元

治

元

年

安

政

三

年

　

　

八
月

安

政

三

年

　

　

十
月

明

治

三

年

　

八
月
吉
日

無

　
　

銘

享

保

七

年

慶

応

二

年

文
化

十
四
年

無

　

　
銘

寛

政

九

年

無

　

　
銘

無

　

　
銘

天

明

五

年

天

明

五

年

明
治

二
十
年

軽
井
沢
分
校
上

軽
井
沢
分
校

入
口

軽
井

沢
村
上

軽

井
沢
宮

ノ
前

軽

井
沢
宮

ノ
前

軽

井
沢
宮

ノ
前

軽

井
沢
宮

ノ
前

新
村

石
生

石
生

石

生
石
神
華

蔵
寺

古
屋
敷

古
屋
敷

古
屋
敷

長
倉

小

巻
、
椿

別
れ
道

小
巻
、
椿
別
れ
道

小

巻
、
椿

別
れ
道



名

　

　

　
　
称

建

碑
年

次

場

　

　

　

所

名

　

　

　

称

建

碑
年

次

場

　

　

　

所

馬

頭

観

世

音

馬

頭

観

世

音

馬

頭

観

世

音

地
蔵
尊

(
灯

篭

式

)

地
蔵
尊

(
石

像

)

巳

待

供

養

塔

天

　
　

王

　
　

様

不

動

尊

(
石

像

)

湯

　
　

殿

　
　

山

厩

　

　

　
　

山

庚

申

供

養

塔

巳

待

供

養

塔

ヱJ育
観
音

(お
ぼ
抱
き
)

大
日
如
来

(石
　
　
像
)

馬

頭

観

世

音

馬

頭

観

世

音

巳

待

供

養

塔

湯

殿

山

供

養

塔

庚

申

供

養

塔

慶

応

三

年

明
治
三
十
九
年

昭
和
十
六
年

無

　

　
　
銘

無

　

　
　
銘

昭

和

九

年

無

　

　
　
銘

無

　

　

　銘

慶

応

四

年

明
治

十
五
年

享
保
十
九
年

昭

和

五

年

無

　

　

　
銘

無

　

　
　
銘

明
治
二
十
三
年

昭
和

十
二
年

安

永

六

年

寛

政

八

年

無

　

　
　
銘

小
巻
、
椿
別
れ
道

小
巻
、
椿
別
れ
道

小
巻
、
椿
別
れ
道

小
巻

小
巻

小
巻

小
巻

小
巻

竜
蔵
庵

竜
蔵
庵

竜
蔵
庵

竜
蔵
庵

竜
蔵
庵

竜
蔵
庵

(上
田
)

石
坂
長
窪
間

石
坂
長
窪
間

石
坂
長
窪
間

石
坂
長
窪
間

石
坂
長
窪
間

如
意
輪
観
音

(石
像
)

湯

　
　

殿

　
　

山

巳

待

供

養

塔

巳

待

供

養

塔

飯

　
　

豊

　
　

山

子

　
育

　
観

　
音

　

(お
ぼ
抱
き
二
体
)

湯

　
　

殿

　
　

山

湯

　
　

殿

　
　

山

湯

　
　

殿

　
　

山

湯

　
　

殿

　
　

山

湯

殿

山

供

養

馬
頭
観
世
音

(石
像
)

不

動

尊

(石
像
)

上

　
人

　
塚

　
碑

将
軍

地

蔵

(
木
彫
)

オ

　
イ

　
セ

　
様

子
育
観
音

(お
ぼ
抱
き
)

地

　
　

蔵

　
　

尊

馬
頭

観

音

(
石
像
)

無

銘

文

政

五

年

延

享

四

年

元

治

四

年

文

政

二

年

無

銘

天

保

十

年

天

明

元

年

天
保

十
三
年

不

詳

元

治

元

年

無

銘

無

銘

無

銘

無

銘

無

銘

無

銘

無

銘

無

銘

石
坂
長
窪
間

椿椿椿椿椿野
老
沢
薬
師
堂
裏

野
老
沢
薬
師
堂
裏

野
老
沢
薬
師
堂
裏

上
野
老
沢
稲
荷
神
社
裏

上
野
老
沢
稲
荷
神
社
裏

上
野
老
沢
稲
荷
神
社
裏

野
老
沢

芝
倉

麻
生

麻
生

出
倉
上

出
倉
上

小
野
川
、
古
屋
敷
間



←湯 殿 山(冑 中

念 仏 供 養(久 保田)

天 満 天 神(冑 中)→

道 し る べ 地 蔵(松 ケ下)



廿 三 夜 供 養(牧 沢)

五 輪 双 体 塔(久 保田)→

庚 申 石 像(大 峯

道 祖 神(湯 八木沢



荒 神 碑(久 保 田)

馬 頭 観 音(五 畳敷

 

名

　

　

　
　
称

建

碑

年

次

場

　

　

　

所

名

　

　

　

称

建

碑

年

次

場

　

　

　

所

弁

天

供

養

塔

弁

財

天

供

養

塔

庚

申

供

養

塔

湯

　
　

殿

　
　

山

大

弁

財

天

供

養

日

月

両

金

剛

供

養

月
山

・
羽
黒
山

・
湯

殿
山

日

月

奉

供

養

寛

延

三

年

元

文

三

年

寛

延

四

年

嘉

永

七

年

無

　
　

銘

延

宝

　

年

昭
和
四
十

一
年

無

　
　

銘

小
柳

津

八
坂

野

八
坂

野

八
坂

野

細
越

(
上
)

細
越

(
上
)

細
越

(
上
)

細
越

(
上
)

金

花

山

龍

蔵

権

現

天

王

様

(
五

体

)

三

体

銘

な

し

湯

　
　

殿

　
　

山

廿

六

夜

供

養

庚

　
　

申

　
　

塔

奉

待

月

天

尊

地

蔵

尊

(
石

像

)

慶

応

二

年

文

政

五

年

安

政

三

年

嘉

永

五

年

安

永

四

年

万

延

元

年

延

享

五

年

銘

　
な

し

細
越

(上
)

砂
子
原
上
林

砂
子
原
上
林

砂
子
原
居
平

砂
子
原
居
平

砂
子
原
居
平

砂
子
原
居
平

砂
子
原
居
平



名

　

　

　

称

建

碑

年

次

場

　

　

　

所

名

　

　

　

称

建

碑

年

次

場

　

　

　

所

耳

　
だ

　
れ

神

念

佛

供

養

塔

馬

頭

観

世

音

不

　
　

動

　
　

尊

延

命

地

蔵

尊

二

十

六

夜

塔

文

殊

菩

薩

馬

頭

観

音

念

佛

供

養

塔

巳

待

講

供

養

塔

日

　
天
　

月

　
天

廿

三

夜

供

養

飯

　
　

豊

　
　

山

馬

頭
観

音

(
石
像
)

馬

頭

観

音

飯

　
　

豊

　
　

山

十
　

四

佛

塔

日

天

尊

供

養

金
胎
両
部

大

日
供

養

銘

　
な

　
し

銘

　
な

　
し

明
治
四
十
四
年

銘

　
な

　
し

昭
和
四
十
九
年

寛

延

三

年

銘

　
な

　
し

弘

化

四

年

八
月
十
五
日

享
保

十
六
年

七
月
十
五
日

享

保

十

年

九
月
二
十
七
日

宝

暦

三

年

天

保

七

年

九
月
二
十
三
日

元

治

元

年

　

八
月
吉
日

無

　

　
　
銘

無

　

　
　
銘

無

　

　
　
銘

無

　

　
　
銘

寛

延

元

年

寛

保

元

年

砂
子

原
崖
下

砂
子

原

崖
下

砂
子

原
居

平

砂
子

原
居

平

砂
子

原
下
湯

砂
子

原
神

ノ
湯

砂
子

原
小
六
平

五
畳

敷

五
畳

敷

五
畳

敷

五
畳

敷

牧
沢

、
猿
沢
寺

牧
沢
、
猿
沢
寺

牧
沢
、

猿
沢
寺

牧
沢
、
猿
沢
寺

牧
沢
、
猿
沢
寺

牧
沢
、
猿
沢
寺

牧
沢

牧
沢

湯

　
　
殿

　
　
山

庚

　
　
申

　
　
塔

南
無
阿
弥
陀
佛

(板
碑
)

南
無
阿
弥
陀
佛

(板
碑
)

廿

三

夜

供

養

廿

三

夜

講

中

巳

待

供

養

塔

湯

　
　
殿

　
　
山

庚

　
　
申

　
　
塔

天

　
　
満

　
　
宮

湯

殿

山

供

養

念

佛

供

養

塔

庚

申

供

養

塔

庚

申

供

養

塔

庚

　
　
申

　
　
塔

子
育
観
音

(お
ぼ
抱
き
)

馬
頭
観
音

(磨

　
　
崖
)

如

意

輪

音

南
無
阿
弥
陀
佛

(板
碑
)

天
保

十

一
年

　

九
月
吉
日

文

化

四

年

　

六
月
吉
日

元

文

四

年

　

六
月
吉
日

元

文

四

年

昭

和

九

年

　

　

十
月

享
保

十
九
年

　

九
月
吉
日

寛

保

二

年

嘉

永

六

年

　

四
月
八
日

嘉

永

六
.
年

　

六
月
八
日

文

化

四

年

安

永

二

年

　

　

五
月

昭

和

七

年

　

中
秋
吉
日

安

永

三

年

　

五
月
吉
日

文

化

九

年

　

六
月
吉
日

無

　

　
銘

無

　

　

銘

万

延

元

年

無

　

　

銘

遅
越
渡
、
善

応
寺

遅
越
渡
、
善

応
寺

遅
越
渡
、
善

応
寺

遅
越
渡
、
善

応
寺

遅
越
渡
、

善
応
寺

高
森

高
森

冑
一中

冑
中

冑
中

芋
小
屋

大
成

沢

琵
琶
首

琵
琶
首

琵
琶
首

琵
琶
首

琵
琶
首

(
し
し
お
と
し
　

中
屋
敷

中
屋
敷



名

　

　

　

称

建

碑
年

次

場

　

　

　

所

名

　

　

　

称

建

碑

年

次

場

　

　

　

所

廿

三

夜

供

養

塔

巳

待

供

養

塔

湯

　
　

殿

　
　

山

庚

申

塔

(
石

像

)

牛

　
頭

　
天

　
王

秋

　
　

葉

　
　

山

子

　
安

　
観

　
音

　

(石
像
、
お
ぼ
抱
き
)

道

し

る

べ

地

蔵

馬
頭

観

音

(
石
像
)

念

　
　

佛

　
　

塔

飯

　
　

豊

　
　

山

湯

　
　

殿

　
　

山

巳

待

供

養

之

塔

無

　
量

　
寿

　
覚

廿

　
三

　
夜

　
月

念

　
　

佛

　
　

塔

道

祖

神

(
碑

)

念

佛

供

養

塔

不

動

尊

(
石

像

)

享

保

九

年

　

　

九
月

享
保
十
九

年

　

　

十
月

無

　
　

銘

無

　
　

銘

文

政

四

年

　

　

九
月

文

政

四

年

　

　

九
月

無

　
　

銘

享

保

九

年

文

政

八

年

無

　
　

銘

安

政

三

年

　

八
月
吉
日

嘉

永

六

年

　

　

五
月

享

保

十
四
年

無

　
　

銘

元

文

元

年

　

　

辰

延

享

元

年

　

　

六
月

無

　
　

銘

無

　
　

銘

無

　
　

銘

大
峯

大
峯

大
峯

大
峯

大
峯

大
峯

大
峯

松
ケ
下

松
ケ
下

湯
八
木
沢

湯
八
木
沢

湯
八
木
沢

湯
八
木
沢

湯
八
木
沢

湯
八
木
沢

湯
八
木
沢

湯
八
木
沢

久
保
田

久
保
田

荒

　
　
神

　
　

像

五

輪

双

体

塔

十

　
　
佛

　
　

塔

馬

頭

観

音

不

動

尊

(
像

)

不

動

尊

(
像

)

念

佛

供

養

碑

巳

待

供

養

塔

廿

六

夜

供

養

塔

廿

三

夜

供

養

塔

湯

　
　

殿

　
　

山

厩
山

・
馬

頭

観

世
音

庚

申

供

養

塔

大
東
妙
典
日
本
廻
国
供
養

不

　
　

動

　
　

尊

お

伊

勢
　

様

御

日

待

供

養

オ

　
シ

　
メ

　
様

馬

頭

観

世

音

無

　
　

銘

享

　
　

保

無

　
　

銘

不

　
　

明

明

治

五

年

　

四
月
八
日

文

化

五

年

八
月
十
五
日

宝

暦

三

年

　

九
月
吉
日

安

永

二

年

　

　

九
月

不

　
　

明

慶

応

二

年

　

　

七
月

文

久

二

年

寛

政

四

年

天

明

六

年

不

　
　

明

明
治

十
六
年

不

　
　

明

不

　
　

明

不

　
　

明

久
保
凪

久
保

田

久
保

田

(
中
村

)

湯

八
木
沢
、
魔

谷

黒
沢
、
前

原

黒
沢
、
前

原

黒
沢
、
薬

師
堂
境
内

黒
沢
、
薬

師
堂
境
内

黒
沢
、
薬

師
堂
境
内

黒

沢
、
薬

師
堂
境
内

黒
沢
、
薬

師
堂
境
内

黒
沢
、
薬

師
堂
境
内

黒
沢
、
薬

師
堂
境
内

黒
沢
、
薬
師
堂
境
内

黒
沢
、
民
家
宅
地

黒
沢

黒
沢
赤
城
境
内

黒
沢
、
民
家
宅
地

黒
沢
、
大
谷
林
道



馬頭観音 、 巳待 ・庚 申供 養碑位 置図



山 岳 信 仰 碑 位 置 図



弁天供養、子安観音碑位置図




