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福
井
県
教
育
委
員
会
か
ら
昭
和
三
十
九
年
度
民

俗
資
料
緊
急
調
査
員
を
命
ぜ
ら
れ
、
微
力
の
私
が

小
浜
市
上
根
来
(
か
み
ね
と
り
)
と
遠
敷
郡
名
田

庄
村
堂
本
(
ど
う
も
と
)
の
民
俗
調
査
に
当
っ

た
。
そ
の
結
果
は
取
纏
め
て
県
教
育
委
員
会
か
ら

刊
行
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
紙
面
が
限
ら
れ
て
充

分
な
発
表
が
で
き
な
い
の
で
、
そ
の
補
選
の
意
味

を
兼
ね
℃
、
私
が
特
に
広
く
お
伝
え
し
た
い
と
思

う
事
柄
を
、
乙
こ
に
報
告
さ
せ
て
頂
き
た
い
。

A

上
根
来
の
伝
説
・
そ
の
他
(
主
と
し
て
、

当
地
の
最
古
老
で
あ
る
前
田
八
十
八
翁
八
四
才
夫

妻
の
御
教
示
に
よ
る
)

ω
大
明
神
太
古
、
若
狭
彦
大
神
が
兄
神
と

共
に
、
近
江
国
の
万
か
ら
上
根
来
と
の
境
の
山
を

踏
み
分
け
て
や
っ
て
来
ら
れ
た
(
こ
の
神
々
は
海

幸
彦
山
幸
彦
と
し
て
有
名
。
即
ち
若
狭
彦
大
神
は

彦
火
火
出
見
尊
、
兄
神
は
火
照
命
で
あ
る
)
。
所

が
、
兄
神
が
山
の
頂
上
の
「
大
明
神
」
と
今
も
昭

ば
れ
る
岩
の
上
で
昼
寝
を
し
て
お
ら
れ
る
聞
に
、
s
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雄

弟
神
は
兄
神
に
先
ん
じ
て
遠
敷
の
地
に
至
り
こ
の

地
を
占
め
て
乙
こ
に
鎮
坐
さ
れ
た
。
乙
れ
を
見
た

兄
神
は
大
急
ぎ
で
ゴ
ザ
(
莫
麗
)
を
敷
い
て
山
を

す
べ
り
降
り
て
来
ら
れ
た
が
、
そ
れ
以
来
、
兄
弟

二
神
は
不
仲
に
な
っ
て
し
ま
わ
れ
た
。
な
お
、
大

明
神
の
西
側
に
ゴ
ザ
岩
と
い
わ
れ
る
大
岩
が
あ
る

が
、
そ
の
と
き
の
名
残
り
を
留
め
る
も
の
で
あ
る

と
い
い
(
御
座
を
さ
れ
た
岩
と
の
説
も
あ
る
)
、

ま
た
、
大
明
神
の
南
に
馬
ツ
ナ
ギ
パ
と
呼
ば
れ
石

場
所
が
あ
る
の
は
、
兄
神
が
乗
馬
径
つ
な
い
で
お

か
れ
た
所
だ
と
も
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
と
き
に

兄
神
は
宮
川
村
(
現
、
小
浜
市
)
の
加
茂
に
鎮
坐

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
後
世
ま
で
遠
敷
と
加

茂
の
村
人
達
も
相
容
れ
ず
近
年
ま
で
婚
姻
も
で
き

な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

凶
不
動
さ
ま
紀
州
の
ネ
ゴ
ロ
か
ら
不
動
明

王
が
こ
の
地
に
来
ら
れ
、
最
初
は
上
根
来
と
中
ノ

畑
の
間
か
ら
北
東
に
入
る
ネ
ゴ
リ
谷
へ
見
え
た
。

し
か
し
、
そ
こ
が
気
に
入
ら
な
い
た
め
、
上
根
来

の
坂
尻
の
奥
に
あ
る
通
称
ヒ
ラ
ダ
ニ
に
来
て
鎮
坐

き
れ
た
。
今
も
石
の
桐
に
杷
り
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
こ
に
は
不
動
の
杜
と
か
不
動
の
滝
も
あ
り
、
普

か
ら
早
越
に
際
し
て
は
乙
の
不
動
さ
ん
に
雨
乞
い

の
お
祈
り
が
さ
れ
た
。
(
筆
者
補
注
)
こ
の
根
来
は

そ
の
昔
、
徳
川
家
康
が
通
過
し
た
こ
と
が
あ
る
と

も
い
わ
れ
、
乙
の
地
名
と
家
康
の
鉄
砲
百
人
組
の

一
つ
で
あ
る
「
根
来
組
」
と
の
関
係
を
推
測
す
る

向
き
も
あ
る
様
子
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
不
動

さ
ま
の
伝
説
が
示
す
よ
う
に
、
も
っ
と
古
く
和
歌

山
県
那
賀
郡
根
来
村
の
新
義
真
言
宗
大
本
山
「
根

来
山
大
伝
法
院
」
(
根
来
寺
と
も
い
う
)
と
の
関

係
を
探
る
こ
と
の
方
が
肝
要
か
も
知
れ
な
い
。
ま

た
、
こ
こ
の
地
名
が
明
確
に
ネ
ゴ
リ
と
呼
ば
れ
て

い
る
こ
と
は
、
根
来
寺
や
根
来
組
の
ネ
ゴ
ロ
と
そ

の
起
源
が
全
く
別
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
も

の
か
も
知
れ
な
い
。

同
ボ
ン
ガ
屋
敷
滋
賀
県
境
の
山
上
に
、
ボ

ン
ガ
屋
敷
ま
た
は
ボ
ン
ノ
屋
敷
と
呼
ば
れ
る
寺
院

跡
が
あ
り
、
ク
ズ
ガ
ネ
(
葛
の
根
)
掘
り
を
行
な
っ

た
と
き
な
ど
に
土
器
の
破
片
が
出
て
い
る
。
そ
し

て
、
こ
れ
は
織
田
信
長
に
攻
め
亡
ぼ
さ
れ
た
も
の

ら
し
い
と
の
言
い
伝
え
が
あ
り
、
天
台
宗
の
寺
院

で
あ
っ
た
よ
う
だ
と
も
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
円
釣
艇

と
呼
ば
れ
る
別
の
山
聞
に
も
ボ
ン
ガ
ヤ
シ
キ
と
い

う
平
地
が
あ
り
、
こ
れ
も
寺
跡
と
い
わ
れ
て
い

る
。
な
お
、
上
根
来
の
坂
尻
地
区
に
は
ジ
ヨ
ウ
ド

寺
と
い
う
寺
院
が
あ
っ
た
が
、
今
は
そ
の
跡
だ
け

が
残
っ
て
い
る
。
因
み
に
、
こ
の
坂
尻
と
は
、
上

根
来
の
南
端
す
な
わ
ち
最
も
滋
賀
県
寄
り
に
あ
る

小
緊
落
で
、
現
在
は
民
家
が
三
一
戸
あ
る
た
め
俗
に
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三
軒
屋
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
音
は
記
憶
さ
れ

て
い
る
だ
け
で
も
七
戸
が
所
在
し
て
お
り
、
更
に

古
く
は
も
っ
と
大
き
な
村
落
で
あ
っ
た
か
も
知
れ

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

凶
平
家
の
落
武
者
上
根
来
の
坂
尻
地
籍
は

古
く
は
平
家
の
落
武
者
が
住
ん
で
い
た
所
と
い
わ

れ
る
が
、
坂
尻
の
南
東
の
山
麓
に
明
治
末
年
に
新

田
開
発
の
た
め
畑
を
掘
っ
た
と
こ
ろ
、
地
下
五
尺

ぐ
ら
い
の
所
に
、
石
固
い
を
し
て
中
で
火
を
た
い

た
跡
が
幾
箇
所
も
並
ん
で
出
た
し
、
大
き
な
墓
石

も
現
れ
、
尺
余
の
刀
が
発
掘
さ
れ
た
(
前
田
翁
確

認
)
。
(
補
注
)
こ
れ
ら
の
住
居
な
ど
は
誰
の
も

の
で
あ
っ
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
平
家
の
落
武

者
に
関
係
あ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
の
推
測
も
な

さ
れ
て
来
た
様
子
で
あ
る
。
正
鵠
を
得
る
た
め
に

は
歴
史
学
考
古
学
の
調
査
を
併
せ
行
わ
ね
ば
な
る

ま
い
が
、
恐
ら
く
上
古
の
遺
跡
で
は
な
か
ろ
う
か

と
想
像
さ
れ
る
。

間
安
倍
晴
明
の
池
上
根
坂
尻
の
旧
家
で
あ

る
前
田
安
左
ヱ
門
家
(
前
田
八
十
八
翁
宅
)
の
邸

内
に
あ
る
池
は
、
む
か
し
安
倍
晴
明
が
来
て
掘
ら

れ
た
も
の
で
、
こ
れ
を
大
事
に
し
て
い
た
ら
火
災

は
起
ら
ぬ
と
い
わ
れ
た
。
そ
の
言
に
従
っ
て
坂
尻

に
は
昔
か
ら
火
事
が
な
い
。

す
い

側
ミ
ョ
ウ
ア
ン
水
上
根
来
か
ら
近
江
の
針

畑
〈
滋
賀
県
高
島
郡
朽
木
村
)
へ
越
え
る
峠
道
は

昔
は
こ
の
地
方
の
最
も
重
要
注
交
通
路
の
一
つ
で

あ
っ
た
が
、
今
も
そ
の
頂
上
近
く
の
路
傍
に
一
体

の
地
蔵
尊
が
杷
ら
れ
、
そ
の
前
に
池
と
呼
ば
れ
る

井
戸
が
あ
る
。
と
れ
は
或
る
時
に
ミ
ョ
ウ
ア
ン
和

尚
と
い
う
偉
い
坊
さ
ん
が
来
て
、
旅
人
達
の
た
め

に
掘
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
ミ
ョ
ウ

ア
ン
和
尚
は
井
戸
に
蓋
を
し
て
、
水
が
充
分
に
溜

る
ま
で
蓋
を
取
っ
て
は
な
ら
ぬ
と
言
わ
れ
た
が
、

誰
か
(
一
説
に
、
上
根
来
の
和
尚
)
が
早
く
中
を

見
た
さ
に
蓋
を
取
っ
た
た
め
、
そ
の
時
の
水
位
ま

で
し
か
水
が
溜
ら
ぬ
井
戸
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
こ
こ
に
釣
瓶
を
降
し
て
水
を
汲

み
、
旅
人
や
荷
持
ち
の
人
々
が
喉
を
潤
す
こ
と
が

で
き
た
。
今
以
て
、
こ
の
水
を
ミ
ョ
ウ
ア
ン
水
と

呼
ん
で
尊
ん
で
い
る
。
(
補
注
)
こ
の
ミ
ョ
ウ
ア

ン
和
尚
と
は
国
富
村
(
現
、
小
浜
市
)
の
奈
胡
か

羽
賀
の
住
僧
で
あ
っ
た
ら
し
い
、
と
い
う
当
地
の

西
本
平
治
郎
民
の
教
一
示
を
ヒ
ン
ト
に
、
ミ
ョ
ウ
ア

ン
和
尚
に
つ
い
て
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、
国
富
村

太
良
庄
の
長
英
寺
中
興
閉
山
の
明
庵
禅
師
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
っ
た
。
衛
師
は
、
天
和
二
年
に
三
方

郡
南
前
川
村
野
々
閣
の
山
竹
五
郎
助
家
に
誕
生
、

七
才
の
と
き
向
陽
寺
の
点
外
愚
中
禅
師
に
つ
き
得

度
、
修
行
を
重
ね
後
に
は
小
浜
空
印
寺
の
住
職
(

十
六
世
)
と
な
り
藩
主
酒
井
忠
用
の
帰
依
が
深
か

っ
た
。
延
享
二
年
七
月
、
太
良
庄
長
英
寺
の
火
災

に
遭
う
や
即
時
空
印
寺
を
辞
し
、
長
英
寺
の
復
興

に
努
め
三
年
後
に
め
で
た
く
落
慶
。
明
和
五
年
、

八
十
七
才
に
て
同
寺
で
遷
佑
さ
れ
た
。
真
筆
や
絵

像
、
記
録
が
大
徳
と
し
て
の
行
跡
と
共
に
今
も
伝

え
残
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
近
く
長
英
寺
か
ら
明

庵
禅
師
の
伝
記
が
出
版
さ
れ
る
由
で
あ
る
。

間
モ
チ
ッ
キ
場
古
く
は
京
街
道
と
も
称
さ

れ
若
狭
近
江
閣
の
主
要
道
路
の
通
じ
た
こ
こ
上
根

来
は
、
恰
も
宿
場
の
よ
う
な
地
位
を
占
め
て
い
た

が
、
江
州
へ
の
峠
道
の
麓
に
、
今
も
モ
チ
ッ
キ
パ

と
呼
ば
れ
る
場
所
が
あ
る
。
こ
こ
は
往
時
、
旅
行

く
人
々
に
餅
を
つ
い
て
売
る
屈
が
あ
っ
た
所
と
い

わ
れ
、
そ
こ
に
一
人
の
美
し
い
娘
が
い
た
こ
と
を

伝
え
る
「
お
タ
ネ
見
た
さ
に
釣
谷
見
れ
ば
、
お
タ

ネ
隠
し
の
霧
が
こ
む
」
と
い
う
俗
謡
が
残
さ
れ
て

い
る
。
な
お
、
釣
谷
と
呼
ば
れ
る
山
聞
の
一
隅
に

あ
る
モ
チ
ッ
キ
場
(
跡
)
は
、
現
在
の
道
筋
と
は

離
れ
て
い
る
が
、
古
く
は
こ
こ
を
通
り
峠
を
越
え

て
針
畑
万
面
へ
出
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
他
、
下
根
来
鵜
ノ
瀬
の
「
お
水
送
り
」
等

に
関
連
す
る
伝
説
に
つ
い
て
も
報
告
す
べ
き
で
あ

る
が
、
調
査
が
不
充
分
で
あ
る
の
で
後
日
を
期
し
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た
い
。B

堂
本
の
民
俗
行
事
・
伝
説
な
ど
〈
主
と
し

て
、
当
区
の
湯
上
新
兵
衛
翁
七
一
才
の
御
教
示
に

よ
る
)ω

正
月
ッ
プ
ン
堂
本
で
は
大
正
十
年
ご
ろ

ま
で
、
新
年
を
迎
え
る
と
正
月
ッ
ア
ン
ま
た
は
オ

正
月
ッ
ア
ン
と
い
う
も
の
を
祭
っ
た
。
乙
れ
は
座

敷
の
戸
か
壁
の
際
に
ム
シ
ロ
を
敷
い
て
米
一
俵
を

置
き
、
そ
の
上
方
に
チ
ョ
ウ
モ
ン
か
ら
三
尺
ぐ
ら

い
の
横
木
を
吊
し
て
稲
七
把
を
か
け
、
更
に
そ
の

中
央
か
ら
ク
ル
ゲ
と
い
う
も
の
を
米
俵
の
上
に
来

る
よ
う
に
吊
り
さ
げ
た
も
の
で
あ
る
。
乙
の
米
俵

に
は
白
米
四
斗
ニ
升
を
入
れ
、
俵
の
両
端
上
部
に

は
向
っ
て
右
に
ワ
カ
パ
(
ユ
ズ
リ
ハ
)
左
に
は
女

松
(
い
ず
れ
も
三
枝
と
、
松
は
マ
ツ
カ
サ
を
有
す

る
も
の
を
選
ん
で
)
を
立
て
る
。
ま
た
、
乙
の
ク

ル
ゲ
と
は
麻
の
オ
ぞ
績
む
桶
の
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
の
中
に
は
白
米
を
八
分
目
ほ
ど
入
れ
、
白
米
の

上
に
は
鏡
餅
一
重
ね
と
ミ
カ
ン
・
串
柿
・
昆
布
が

載
せ
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
ク
ル
ゲ
は
桟
俵
で
蓋
を

し
、
そ
の
上
を
荒
縄
で
十
文
字
に
く
く
り
、
そ
の

端
を
以
て
上
の
稲
木
に
吊
す
わ
け
で
あ
る
。
な

お
、
ク
ル
ゲ
に
は
半
紙
の
上
端
の
み
を
残
し
て
一

寸
巾
ぐ
ら
い
に
切
り
込
み
を
入
れ
た
マ
エ
カ
ケ

を
、
コ
ヨ
リ
で
ゆ
わ
え
つ
け
る
。
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次
に
、
稲
を
か
け
た
横
木
の
両
端
に
は
、
ア
ラ

マ
キ
と
い
っ
て
ヲ
ラ
ッ
ト
に
塩
サ
パ
一
匹
と
ジ
ャ

コ
一
匹
ず
つ
を
入
れ
た
も
の
を
一
つ
ず
つ
吊
し
、

な
お
、
各
端
に
モ
チ
パ
ナ
を
も
か
け
る
。
モ
チ
パ

ナ
は
り
ラ
に
小
さ
い
餅
五
箇
ず
つ
を
つ
け
、
更
に

こ
の
幾
本
か
を
大
き
な
カ
サ
モ
チ
で
束
に
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
乙
の
正
月
ッ
ア
ン
に
は
十
二
本

(
間
年
に
は
十
三
本
)
を
束
に
し
た
も
の
が
用
い

ら
れ
る
。
乙
れ
は
神
棚
や
床
の
間
用
の
モ
チ
パ
ナ

が
五
本
か
七
本
の
も
の
で
あ
る
に
対
し
て
、
最
も

豪
華
で
あ
る
。
ま
た
、
乙
の
正
月
ッ
ア
ン
の
前
方

に
は
ム
シ
ロ
の
上
に
、
川
原
か
ら
拾
っ
て
来
た
平

た
い
石
を
置
き
、
そ
れ
に
二
重
カ
ヲ
ラ
ケ
を
載
せ

て
お
灯
明
を
献
ず
る
が
、
乙
れ
ま
た
神
棚
そ
の
他

に
は
一
重
カ
ワ
ラ
ケ
を
用
い
た
こ
と
か
ら
考
え
て

も
、
正
月
ッ
ア
ン
が
如
何
に
鄭
重
に
祭
ら
れ
た
か

が
わ
か
る
。

か
く
て
正
月
十
一
日
に
な
る
と
ツ
ク
リ
ゾ
メ
が

行
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
新
年
の
明
き
万
の
畑

地
に
、
乙
の
正
月
ッ
ア
ン
の
ヲ
カ
パ
と
松
を
立

て
、
そ
の
中
央
正
面
に
ク
ル
ゲ
を
据
え
て
こ
れ
を

祭
り
、
鍬
で
数
回
そ
の
前
の
地
面
を
打
っ
て
ツ
ク

リ
ゾ
メ
と
し
た
。
な
お
、
正
月
ッ
ア
ン
の
ア
ラ
マ

キ
の
塩
サ
パ
と
モ
チ
パ
ナ
の
餅
は
大
切
に
保
寄
さ

れ
、
サ
パ
は
三
月
下
旬
ご
ろ
の
麻
種
搭
き
の
日
に

焼
い
て
食
べ
、
モ
チ
パ
ナ
の
餅
は
正
月
オ
ヲ
リ
と

時
ば
れ
る
六
月
一
日
に
煎
っ
た
り
な
ど
し
て
食
べ

て
視
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。

凶
マ
ツ
ア
ゲ
う
ら
盆
の
日
、
即
ち
七
月
二

十
四
日
に
は
愛
宕
講
が
あ
る
が
、
そ
の
前
日
か
ら

京
都
の
愛
宕
神
社
へ
代
参
し
て
い
た
二
人
の
当
番

が
お
昼
ご
ろ
に
帰
村
す
る
と
、
代
参
者
は
直
ち
に

お
寺
(
曹
洞
宗
、
見
性
寺
)
の
下
を
流
れ
る
堂
本

川
で
全
身
を
清
め
(
乙
れ
を
オ
カ
ワ
と
い
う
)
、

そ
の
ま
〉
家
に
帰
ら
ず
寺
に
上
っ
て
出
迎
え
の
講

員
一
周
と
挨
拶
を
交
わ
す
。
そ
の
後
、
お
寺
で
(

以
前
は
、
村
中
が
上
下
二
組
に
分
か
れ
そ
れ
ぞ
れ

の
当
番
の
家
で
)
お
講
が
行
わ
れ
る
。
所
で
、
こ

の
夜
、
見
性
寺
の
近
く
の
仁
吾
谷
口
の
広
場
で
マ

ツ
ア
ゲ
と
い
う
特
殊
な
民
俗
行
事
が
催
さ
れ
る
。

こ
の
マ
ツ
ア
ゲ
と
は
、
ト
ロ
ギ
と
呼
ば
れ
る
全

長
二
十
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
二
段
式
の
杉
の
柱
の
頂

上
に
、
麻
木
と
竹
で
作
っ
た
モ
ウ
ジ
と
い
わ
れ
る

大
き
な
漏
斗
状
の
も
の
を
つ
け
、
そ
の
中
に
麻
木

・
ワ
ラ
・
カ
ヤ
等
を
入
れ
て
お
き
、
あ
と
で
参
詣

者
が
タ
イ
マ
ツ
(
肥
松
の
ひ
ン
を
用
い
る
)
に
火

を
つ
け
て
こ
の
モ
ウ
ジ
に
投
げ
入
れ
、
こ
れ
を
燃

や
す
も
の
で
ゐ
る
。
し
か
も
、
そ
の
火
種
は
、
堂

本
か
ら
丹
波
へ
通
じ
る
知
井
坂
の
登
り
口
に
杷
ら

れ
る
愛
宕
社
(
小
桐
)
の
御
神
灯
か
ら
移
さ
れ
る
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も
の
で
あ
っ
て
、
乙
の
マ
ツ
ア
ゲ
は
正
に
聖
火
の

祭
典
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は

愛
宕
神
社
に
献
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
も
い
い
、
仏
の

供
養
の
た
め
に
行
う
も
の
と
い
う
人
も
あ
る
。
ま

た
、
こ
の
マ
ツ
ア
ゲ
の
場
所
へ
は
女
性
や
忌
み
の

あ
る
家
の
男
、
更
に
他
所
者
も
一
切
立
ち
入
る
こ

と
を
許
さ
ず
、
寺
の
境
内
か
ら
拝
観
さ
せ
る
の
み

と
い
う
戒
律
が
厳
守
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の

マ
ツ
ア
ゲ
は
同
夜
、
同
じ
く
名
田
庄
村
の
槙
谷
・

染
ヶ
谷
・
三
重
・
下
・
虫
鹿
野
・
出
合
・
木
谷
な

ど
で
も
行
わ
れ
る
。
(
補
注
)
西
角
井
正
慶
博
士
編

『
年
中
行
事
辞
典
』
に
は
「
愛
宕
火
」
の
項
に
、

こ
の
地
に
隣
接
す
る
京
都
府
北
桑
田
郡
で
も
「
七

周
二
十
四
日
に
長
さ
十
二
聞
も
あ
る
木
の
先
に
麻

が
ら
で
大
き
な
茶
釜
形
の
火
打
を
作
り
、
中
に
枯

竹
・
松
枝
・
麻
稗
を
つ
め
、
こ
れ
を
河
原
に
立

て
、
下
か
ら
厄
火
を
投
げ
上
げ
て
燃
す
」
行
事
の

あ
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
新
村
出

博
士
編
『
広
辞
苑
』
に
は
「
あ
げ
ま
つ
」

H
揚
松

の
語
を
挙
げ
、
盆
の
行
事
と
し
て
「
柱
の
頂
上
に

龍
を
つ
け
、
乙
れ
に
藁
や
錨
屑
な
ど
を
入
れ
、
下

か
ら
小
松
明
を
投
げ
上
げ
て
火
を
点
じ
る
」
も
の

ひ

あ

げ

な

げ

た

い

ま

ぐ

で
、
「
柱
松
」
「
火
上
」
「
投
厄
火
」
と
も
い
う

こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。

同
文
七
踊
り
う
ら
盆
の
夜
、

マ
ツ
ア
ゲ
の

終
っ
た
後
に
見
性
寺
の
境
内
で
必
ず
盆
踊
り
が
行

わ
れ
る
。
こ
れ
は
名
田
庄
特
有
の
も
の
で
「
文
七

踊
り
」
と
い
わ
れ
、
ジ
ョ
ロ
リ
ク
ド
キ
と
い
う
音

頭
に
合
せ
て
踊
る
。
名
田
庄
の
中
で
も
下
(
し
も
)

部
落
の
苅
田
比
峰
神
社
で
踊
ら
れ
る
文
七
踊
り

が
、
昔
か
ら
の
伝
統
を
最
も
よ
く
保
持
し
て
い
る

と
い
わ
れ
、
昭
和
三
十
七
年
五
月
十
五
日
付
で
福

井
県
の
無
形
文
佑
財
に
指
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、

堂
本
の
人
達
は
、
こ
の
踊
り
と
音
頭
は
丹
波
か
ら

伝
わ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
最
初
に
受
け
入

れ
た
の
は
堂
本
で
あ
っ
た
と
今
も
自
任
し
て
い

る
。
(
補
注
)
文
七
踊
り
に
つ
い
て
は
、
福
井
県

教
育
委
員
会
編
『
文
佑
財
調
査
報
告
』
第
十
四
集

に
斎
藤
槻
堂
民
が
詳
述
し
て
お
ら
れ
る
の
で
、
以

て
学
ば
れ
た
い
。

凶
豪
農
藤
本
弥
助
堂
本
の
南
端
か
ら
丹
波

の
知
井
村
(
現
、
美
山
町
)
知
見
へ
越
え
る
知
井

坂
(
普
通
、
チ
ザ
カ
と
呼
ぶ
)
が
通
じ
て
い
る

が
、
昔
そ
の
麓
に
藤
本
弥
助
と
い
う
豪
農
が
住
ん

で
い
た
。
そ
の
邸
宅
は
域
か
と
ま
が
う
ば
か
り
豪

壮
な
も
の
で
あ
り
、
同
氏
の
一
建
立
に
よ
る
見
性

寺
に
は
今
も
立
派
な
勺
墓
が
残
っ
て
い
る
。
こ
の

藤
本
氏
は
他
の
地
万
か
ら
移
り
来
っ
た
も
の
と
い

わ
れ
、
五
十
年
余
り
前
ま
で
杏
続
し
て
い
た
が
、

既
に
血
統
は
絶
え
て
今
で
は
広
い
邸
跡
と
他
人
に

よ
っ
て
家
名
の
み
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、

藤
本
弥
助
は
堂
本
一
帯
の
団
地
の
殆
ん
ど
す
べ
て

を
占
有
し
て
い
た
と
い
わ
れ
、
田
の
出
来
や
仕
事

ぶ
り
を
烏
に
乗
っ
て
見
廻
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。

所
が
或
る
時
、
堂
本
川
の
近
く
の
イ
モ
ネ
山
憧
に

あ
る
温
泉
で
、
馬
の
脚
を
洗
お
う
と
し
て
そ
こ
へ

馬
を
引
き
入
れ
た
た
め
、
温
泉
の
湯
が
止
ま
っ
て

し
ま
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
因
み
に
、
こ
の

ゆ
が
み

附
近
に
は
今
も
湯
上
河
原
と
い
う
地
名
が
残
っ
て

い
る
。間

宝
珠
院
昔
、
堂
本
の
シ
モ
ジ
ョ
ウ
と
呼

ば
れ
る
所
に
木
林
次
郎
三
郎
と
い
う
一
人
の
侍
が
住

ん
で
い
た
が
、
そ
の
一
建
立
に
よ
っ
て
宝
珠
院
と

い
う
寺
が
造
ら
れ
た
。
こ
の
次
郎
三
郎
は
、
カ
ミ

ジ
ョ
ウ
の
藤
本
弥
助
と
並
ん
で
、
堂
本
部
落
の
草

分
け
と
想
定
さ
れ
て
い
る
人
で
あ
る
。
そ
の
お
墓

は
邸
の
近
く
に
あ
っ
た
が
、
五
輪
塔
な
ど
は
数
十

年
前
に
お
寺
へ
移
さ
れ
た
。
ま
た
、
森
民
の
柁
っ

た
と
い
う
稲
荷
の
小
桐
が
そ
の
邸
跡
に
あ
り
、
今

も
森
次
郎
三
郎
の
家
臣
の
末
商
と
い
う
湯
上
新
兵

衛
家
に
よ
っ
て
祭
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
湯

上
家
の
七
代
前
の
先
祖
(
天
明
五
年
残
)
が
、
堂

本
の
小
村
で
見
性
・
宝
珠
の
ニ
寺
院
を
持
つ
こ
と

は
経
済
上
無
理
で
あ
る
と
の
理
由
か
ら
、
宝
珠
院

の
檀
家
も
み
な
見
性
寺
に
つ
く
こ
と
を
提
案
さ
れ
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一
同
も
喜
ん
で
実
行
に
移
し
た
と
い
わ
れ
る
。
思

う
に
、
当
時
(
天
明
二
年
l
七
年
)
は
、
い
わ
ゆ
る

天
明
の
大
飢
鐘
に
襲
わ
れ
た
と
き
で
あ
り
、
檀
中

の
合
併
も
定
め
し
こ
の
こ
と
に
関
係
す
る
も
の
で

あ
っ
た
ろ
う
。
従
っ
て
堂
本
で
は
全
戸
が
見
性
寺

の
檀
家
で
あ
り
、
一
万
、
堂
本
区
の
集
会
は
こ
の

宝
珠
院
で
行
わ
れ
て
来
た
と
い
う
。
し
か
し
、
最

近
で
は
こ
の
宝
珠
院
を
ト
タ
ン
葺
き
の
小
堂
と

し
、
御
本
尊
の
子
安
地
蔵
を
氾
る
の
み
と
な
っ
て

、'
2
0

?
h
w
-
4
F
1
 

附
弘
法
屋
敷
堂
本
川
の
支
流
で
あ
る
仁
吾

ア
レ
タ
ニ

谷
川
を
遡
る
こ
と
二
十
六
町
ば
か
り
の
所
に
足
谷

と
い
う
山
が
あ
る
が
、
そ
の
足
谷
山
の
頂
上
近
く

に
弘
法
屋
敷
と
呼
ば
れ
る
場
所
が
あ
る
。
昔
、
弘

法
大
師
が
こ
こ
に
邸
を
聞
こ
う
と
し
て
登
ら
れ
た

と
い
わ
れ
、
そ
こ
に
は
今
も
そ
の
コ
メ
石
と
い
わ

れ
る
大
き
な
石
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
。
所
が
、

弘
法
大
師
は
百
谷
の
あ
る
所
で
な
け
れ
ば
邸
は
聞

か
ぬ
と
い
わ
れ
た
が
、
乙
の
仁
吾
谷
に
は
九
十
九

谷
し
か
な
い
と
い
う
人
が
あ
っ
た
の
で
、
遂
に
こ

こ
に
邸
を
開
く
こ
と
を
中
止
し
、
高
野
山
へ
行
、
き

そ
こ
に
邸
(
道
場
)
を
開
か
れ
た
の
で
あ
る
、
と

言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

間
ヌ
ス
ッ
ト
屋
敷
仁
吾
谷
の
川
口
か
ら

七
、
入
町
入
っ
た
山
腹
に
、
ヌ
ス
ッ
ト
屋
敷
と
呼

ば
れ
る
少
し
ば
か
り
の
平
地
が
あ
り
、
大
き
な
石

が
幾
百
箇
も
集
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
昔
、
山
践

が
棲
ん
で
い
た
所
で
、
こ
の
石
は
捕
手
が
来
た
と

き
こ
れ
ぞ
捲
く
り
落
し
て
撃
退
す
る
た
め
に
集
め

て
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

以
上
ぞ
以
て
、
小
浜
市
上
根
来
と
名
田
庄
村
堂

本
の
民
俗
資
料
緊
急
調
査
報
告
の
補
足
と
さ
せ
て

頂

く

。

(

遠

敷

消

・
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