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甲
奴
中
学
校
一
年
生 

町
内
史
跡
め
ぐ
り
の
報
告 

鶴
本
節
子 

  
 

令
和
三
年
六
月
二
三
日
（水
）。
緊
急
事
態
宣
言
が
終
り
、
毎 

 
 

 

年
甲
奴
中
学
校
一
年
生
を
対
象
と
し
た
、
町
内
史
跡
め
ぐ
り
が 

 

行
わ
れ
た
。
今
回
郷
土
史
研
究
会
か
ら
役
員
四
名
が
四
つ
の
史 

 

跡
の
説
明
を
し
、
正
願
寺
で
は
吉
井
住
職
よ
り
お
話
し
を
し
て
い 

 

た
だ
い
た
。 

 
 

梅
雨
時
期
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
午
後
一
時
半
に
中
学
校
へ
集 

 

合
し
、
開
会
式
の
後, 

🔵

宇
賀 

 

銀
が
運
ば
れ
た
道
・一
里
塚
跡
・荒
井
峠 

 
 
 
🔵

小
童 

 

須
佐
神
社
・正
願
寺 

 
 
 
🔵

本
郷 

 

大
山
古
墳
群
一
号
墳
・原
始
時
代
の
出
土
品 

 

に
つ
い
て
実
際
に
現
場
を
見
た
り
し
な
が
ら
、
説
明
を
行
っ
た
。 

  
 

今
回
の
史
跡
め
ぐ
り
で
は
、
初
め
て
中
学
生
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の 

 

史
跡
に
つ
い
て
、
『質
問
』を
事
前
に
い
た
だ
い
た
。
そ
の
中
で
、
印 

 

象
に
残
っ
た
質
問
を
い
く
つ
か
ご
紹
介
す
る
。
子
ど
も
ら
し
か
っ 

 

た
り
、
こ
ち
ら
が
「う
～
ん
・・・」と
唸
る
よ
う
な
質
問
も
あ
っ
た 

 

が
、
こ
れ
ら
は
秋
の
文
化
祭
に
向
け
て
、
甲
奴
町
を
紹
介
す
る
ポ 

 

ス
タ
ー
を
作
成
す
る
た
め
の
質
問
と
の
事
で
あ
る
。 

 
 

 🔵

三
泊
四
日
で
銀
を
運
ん
で
い
ま
す
が
、
ど
こ
に
宿
泊
し
て
い
た

の
で
す
か
？ 

🔵

人
夫
四
〇
〇
人
の
中
に
、
甲
奴
の
人
は
い
た
の
で
す
か
？ 

 
≪

回
答≫

当
時
の
制
度
で
助
郷
と
い
っ
て
、
通
過
す
る
町
村 

 
 

 
 

が
人
馬
や
食
事
及
び
宿
泊
先
の
世
話
の
負
担
し
て
い 

 
 

 
 

た
。
甲
奴
で
も
当
時
宇
賀
村
と
小
童
村
が
あ
っ
て
、 

 
 

 
 

そ
れ
ぞ
れ
元
気
な
人
を
選
抜
し
、
ま
た
当
日
は
身
な 

 
 

 
 

利
を
小
ぎ
れ
い
に
す
る
な
ど
し
て
、
庄
屋
が
村
境
で 

 
 

 
 

出
迎
え
を
し
、
村
端
ま
で
案
内
し
た
。 

         🔵

「
ち
い
さ
い
わ
ら
べ
」
は
な
ぜ
須
佐
神
社
に
現
れ
た
の
で
す 

 

か
？ 

≪

回
答≫

神
社
の
鎮
座
と
祭
の
始
ま
り 

小
さ
い
童
が
現
れ
、 

て
、
神
様
を
祀
る
よ
う
託
宣
し
た
。
神
様
の
現
れ
方 

 
 

 
 

の
表
現
の
一
つ
と
思
わ
れ
る
。
各
神
社
の
鎮
座
由
来 

 
 

 
 

譚
に
は
、
童
児
が
出
現
託
宣
が
あ
る
。（
宇
佐
神
宮
・ 

 
 

 
 

威
徳
神
社
な
ど
） 

甲
奴
郷
土
史
だ
よ
り 
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小
童
に
は
神
様
が
宿
る
と
い
わ
れ
て
、
子
ど
も
が
神 

 
 

 
 

様
の
代
理
と
な
る
祭
礼
も
あ
る
。（
八
坂
神
社
祇
園
祭 

 
 

 
 

な
ど
） 

          
🔵

備
後
風
土
記
と
は
、
ど
ん
な
話
で
す
か
？ 

≪

回
答≫

奈
良
時
代
の
和
銅
六
（
七
一
三
）
年
に
風
土
記 

 
 

 

の
編
纂
が
始
ま
る
が
、
内
容
は
地
誌
の
編
集
で
あ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

り
、
古
事
記
（
七
一
二
）
や
日
本
書
紀
（
七
二
○
） 

 
 

 
 

 

と
の
関
連
性
は
薄
い
と
思
わ
れ
る
。 

 
 

 
 

 

肥
後
、
出
雲
な
ど
数
か
国
が
残
っ
て
い
る
が
、
備 

 
 

 
 

 

後
国
は
残
っ
て
い
な
い
。 

 
 

 
 

 

鎌
倉
時
代
に
書
か
れ
た
日
本
書
紀
の
解
説
本
「
釈 

 
 

 
 

 

日
本
紀
」
の
中
に
、
備
後
国
風
土
記
の
逸
文
と
し 

 
 

 
 

 

て
、
蘇
民
将
来
の
話
が
載
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。 

    
🔵

大
般
若
経
六
〇
〇
巻
と
須
佐
神
社
に
は
何
か
関
係
が
あ
る 

 
 

の
で
す
か
？ 

≪

回
答≫

裏
表
紙
の
見
返
し
に
、
備
後
州
小
童
祇
園
社
宝 

 
 

 
 

 

物
と
書
か
れ
て
い
る
。
明
治
最
初
期
に
行
わ
れ
た 

 
 

 
 

 

神
仏
分
離
に
よ
り
、
神
社
か
ら
正
願
寺
に
移
さ
れ 

 
 

 
 

 

た
。
慶
応
年
間
に
祇
園
社
の
神
宮
寺
が
火
災
に
あ 

 
 

 
 

 

っ
て
い
る
の
で
、
大
般
若
経
は
神
社
の
建
物
に
保 

 
 

 
 

 

管
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。 

 
 

 
 

 

寄
進
者
に
つ
い
て
、
広
島
県
で
は
世
羅
町
・
三
次 

 
 

 
 

 

市
・
府
中
市
・
神
石
高
原
町
・
庄
原
市
、
岡
山
県 

 
 

 
 

 

で
は
、
井
原
市
・
高
梁
市
・
新
見
市
で
当
時
の
信 

 
 

 
 

 

仰
範
囲
が
わ
か
る
。 

 
 

 
 

 

寄
進
の
時
期
の
明
記
が
な
い
が
、
発
揮
願
主
神
宮 

 
 

 
 

 

寺
時
住
潮
音
と
あ
り
、
寛
政
一
二
（
一
八
〇
〇
） 

 
 

 
 

 

年
こ
ろ
と
考
え
ら
れ
る
。 

 
 

 
 

 

こ
の
お
経
は
書
写
山
円
教
寺
版
を
購
入
し
た
と
思 

 
 

 
 

 

わ
れ
る
。 

 
 

 
 

 

明
治
以
降
昭
和
の
初
め
こ
ろ
ま
で
は
、
虫
送
り
の

行
事
に
お
経
を
入
れ
て
あ
っ
た
箱
が
一
緒
に
参
加

し
た
と
の
こ
と
。 

参
考
資
料 

甲
奴
町
誌 

小
童
村
誌 

ふ
る
さ
と
こ
ぼ
れ
話
ほ
か 

    

 

 

正
願
寺 
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🔵

土
器
は
ど
の
よ
う
な
場
所
で
見
つ
か
る
の
で
す
か
？ 

≪

回
答≫

住
宅
地
整
備
や
田
ん
ぼ
の
整
備
な
ど
の
工
事
現 

 
 

 
 

 

場
で
偶
然
見
つ
か
る
こ
と
が
多
い
。 

 
 

 
 

 

縄
文
時
代
・
弥
生
時
代
に
集
落
が
あ
り
、
そ
の
ゴ 

 
 

 
 

 

ミ
捨
て
場
跡
に
見
つ
か
る
。 

 
 

 
 

 
日
常
生
活
上
で
割
れ
て
し
ま
っ
た
り
と
か
、
こ
の 

 
 

 
 

 

時
代
祭
祀
の
土
器
や
土
偶
は
、
一
回
一
回
で
割
ら 

 
 

 

 
 

 
 

 

れ
て
捨
て
ら
れ
て
い
た
。 

  
🔵

土
器
と
壺
は
何
が
違
う
の
で
す
か
？ 

≪

回
答≫

土
器
と
は
、
粘
土
で
形
を
作
り
。
焼
い
て
作
っ 

 
 

 
 

 

た
器
の
こ
と
。 

 
 

 
 

 

低
い
温
度
で
焼
く
と
、
赤
み
が
か
っ
た
土
器
に
な 

 
 

 
 

 

り
、
高
い
温
度
で
焼
く
と
青
灰
色
に
な
る
。
祭
祀 

 
 

 
 

 

や
日
常
用
に
作
ら
れ
た
。 

 
 

 
 

 

壺
は
土
器
の
中
の
種
類
の
一
つ
で
あ
り
、
食
べ
物 

 
 

 
 

 

を
煮
た
り
、
種
も
み
を
保
存
し
た
り
し
て
使
っ
た
。 

 

 

   
🔵

甲
奴
に
あ
る
古
墳
の
中
で
、
一
番
大
き
い
も
の
は
ど
の
く 

 
 

ら
い
の
大
き
さ
に
な
る
の
で
す
か
？ 

≪

回
答≫

き
れ
い
に
残
っ
て
い
る
も
の
で
は
、
大
山
古
墳 

 
 

 

群
一
号
墳
が
大
き
い
だ
ろ
う
が
、
石
室
だ
け
し
か 

 
 

 
 

 

残
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
、
き
れ
い
に
残
っ
て
い
た 

 
 

 
 

 

ら
、
大
山
古
墳
群
一
号
墳
よ
り
大
き
か
っ
た
で
あ 

 
 

 
 

 

ろ
う
と
思
わ
れ
る
古
墳
も
あ
る
の
で
、
は
っ
き
り 

 
 

 
 

 

こ
れ
だ
と
は
言
え
な
い
。 

  
🔵

甲
奴
に
あ
る
古
墳
の
中
で
、
一
番
多
い
種
類
は
何
と
い
う 

 
 

古
墳
で
す
か
？ 

 
 

な
ぜ
こ
の
古
墳
が
多
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
？ 

≪

回
答≫

甲
奴
で
一
番
多
い
古
墳
は
円
墳
で
あ
る
。
円
墳 

 
 

 
 

 

は
、
形
が
単
純
で
作
り
や
す
か
っ
た
の
で
は
な
い 

 
 

 
 

 

か
と
思
わ
れ
る
。 

                

原
始
時
代
の
出
土
品 

弘
法
山
大
山
古
墳
群 
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◆
た
く
さ
ん
の
歴
史
を
教
え
て
く
だ
さ
り
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い 

 
 

ま
す
。
自
分
は
、
甲
奴
に
い
て
知
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
思
っ 

 
 

て
い
ま
し
た
が
、
ま
だ
ま
だ
分
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
と
気
づ 

 
 

き
ま
し
た
。 

  

◆
特
に
心
に
残
っ
た
の
は
、
正
願
寺
の
鐘
の
巡
っ
た
道
を
聞
い
た

時
で
す
。
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
と
い
っ
た
所
と
の
交
流
が
見
ら

れ
る
か
ら
で
す
。
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
知
れ
て
よ
か
っ
た
で
す
。 

  

◆
私
が
す
ご
い
な
ぁ
と
思
っ
た
の
は
、
銀
が
運
ば
れ
た
道
の
お
話 

 
 

で
す
。
四
〇
〇
人
で
力
を
合
わ
せ
て
銀
を
運
ぶ
の
が
す
ご
い
な
ぁ

と
思
い
ま
し
た
。
私
が
大
き
く
な
っ
て
甲
奴
に
い
て
も
、
い
な
く

て
も
、
ず
っ
と
甲
奴
を
大
切
に
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。 

  

◆
古
墳
の
種
類
が
一
番
多
い
の
は
円
墳
で
、
そ
の
理
由
は
つ
く
り

や
す
い
か
ら
と
私
は
予
想
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
一
番
多
い

の
が
円
墳
で
、
理
由
が
つ
く
り
や
す
い
か
ら
や
複
雑
で
は
な
い
か

ら
と
い
う
理
由
で
、
私
が
予
想
し
て
い
た
こ
と
と
全
く
同
じ
で
お

ど
ろ
き
ま
し
た
。 

 

◆
「
小
さ
い
童
が
来
た
」
と
い
う
話
し
は
少
し
聞
い
た
事
は
あ
っ
た

け
ど
、
他
の
事
は
初
め
て
知
り
ま
し
た
。 

 

 
 
 
 
 
 
  

◆
史
跡
め
ぐ
り
を
通
し
て
「
銀
が
運
ば
れ
た
道
」
に
つ
い
て
、
く
わ

し
く
わ
か
り
や
す
く
ま
と
め
、
ま
だ
甲
奴
に
つ
い
て
く
わ
し
く

知
ら
な
い
人
に
教
え
て
、
甲
奴
の
魅
力
や
特
徴
を
た
く
さ
ん
伝

え
て
い
き
た
い
で
す
。
僕
が
大
人
に
な
っ
た
時
に
は
、
今
回
の

よ
う
に
、
甲
奴
の
歴
史
に
つ
い
て
、
た
く
さ
ん
伝
え
て
い
き
た

い
で
す
。 

  

◆
須
佐
神
社
で
は
、
た
く
さ
ん
絵
が
か
ざ
ら
れ
て
い
た
し
、
古
い 

 
 

の
に
ま
だ
建
物
が
き
れ
い
で
し
た
。
正
願
寺
で
は
、
鐘
を
鳴
ら
さ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

せ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
礼
儀
も
教
わ
り
ま
し
た
。
す
ご
く
い
い 

 
 

体
験
が
で
き
ま
し
た
。 

  

◆
史
跡
め
ぐ
り
を
通
し
て
、
ふ
る
さ
と
の
み
力
や
ほ
こ
れ
る
つ
な 

 
 

が
り
な
ど
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
ス
市 

 
 

と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
感
動
し
、
心
に
残
り
ま
し
た
。 

  

◆
土
器
な
ど
は
、
田
ん
ぼ
の
整
備
や
工
事
現
場
で
偶
然
見
つ
け
る 

 
 
 

こ
と
が
多
い
と
聞
い
て
、
お
ど
ろ
き
ま
し
た
。 

  

◆
私
は
、
ま
た
新
た
に
自
分
の
地
域
の
こ
と
に
つ
い
て
知
る
こ
と 

 
 
 

が
で
き
ま
し
た
。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

◆
正
願
寺
で
鐘
を
な
ら
し
た
こ
と
や
座
禅
を 

 
 
 

組
む
こ
と
が
で
き
た
こ
と
が
よ
か
っ
た
で
す
。 

  
◆
自
分
が
説
明
す
る
立
場
に
な
っ
た
と
き
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

皆
様
の
よ
う
に
説
明
し
て
、
甲
奴
を
教
え
て 

 
 
 

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

甲
奴
中
一
年
生 

感
想 

(

一
部
抜
粋) 
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郷
土
誌
「
げ
い
び
グ
ラ
フ
」
か
ら 

 

 
 
 
 
 

㈱
菁
文
社
さ
ん
が
発
行
さ
れ
て
い
た
郷
土
誌
「
げ
い
び
グ
ラ
フ
」
か
ら
、
甲
奴
町
関
連
の
資
料
で
、
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
く
了
承
を
受

け
た
記
事
を
ご
紹
介
し
て
い
ま
す
。 

今
回
は
昨
年
、
今
年
と
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
た
め
神
事
の
み
行
わ
れ
た
『
ひ
ち
の
ぎ
お
ん
さ
ん
』
を
ご
紹
介
し
ま
す
。 

 
 

 

 

例
年
で
あ
れ
ば
、
七
月
の
初
め
に
『
水
汲
み
神
事
』
が
行
わ
れ
、
第
三
日
曜
日
か
ら
三
日
間
『
例
大
祭
・
祇
園
祭
』
が
執
り
行
わ
れ

る
。
矢
野
の
神
祇
に
始
ま
り
、
五
〇
〇
年
を
超
え
た
『
お
ご
っ
さ
ん
』
を
、
み
ん
な
で
力
を
合
わ
せ
て
武
塔
さ
ん
ま
で
曳
く
。
中
日
を
挟

ん
で
三
日
目
に
は
、
武
塔
さ
ん
か
ら
須
佐
神
社
に
帰
っ
て
来
ら
れ
る
。 

             

こ
れ
ら
は
現
在
の
様
子
で
あ
る
が
、
で
は
四
四
年
前
の
祇
園
祭
の
様
子
に
思
い
を
は
せ
て
み
る
と
し
よ
う
。 

 

【
ひ
ち
の
ぎ
お
ん
さ
ん
】 

 
 

昭
和
五
二
（
一
九
七
七
）
年
第
一
三
号 

㈱
菁
文
社
「
げ
い
び
グ
ラ
フ
」
よ
り 

 

 

 

 

◆水汲み神事 

 

◆御旅所 武塔神社へ行かれるおごっさん 

 

◆御旅所 武塔神社から帰って来られた 

おごっさん 

出典：すべて てくてくこうぬより 
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矢
野
の
神
儀 

由
来
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

鶴
本 

節
子 

  
 
 
 

須
佐
神
社
の
例
大
祭
・祇
園
祭
に
欠
か
せ
な
い
も
の
の
一
つ
と
し
て
、
矢 

 
 
 

野
の
神
儀
が
あ
る
。
こ
の
矢
野
の
神
儀
は
、
文
明
元
（一
四
六
九
）年 

麓 

城
主
綱
時
の
奥
書
の
あ
る
『祇
園
縁
起
』に
、 

 
 
 
 

「六
月
十
四
日
に
、
は
た
、
つ
づ
み
、
か
ね
を
う
ち
、
き
や
う
む
り
さ
と 

 
 
 

神
幸
し
ゆ
行
、
お
た
び
巡
に
而
ひ
じ
た
る
ち
ん
ぎ
、
を
な
じ
十
六
日
ひ
つ 

 
 
 

じ
さ
る
の
こ
く
、
、
も
と
の
ご
ん
て
ん
所
江
は
い
の
ふ
す
と
云
々
」 

 
 
 

と
あ
る
。 

 
 
 
 

宝
暦
七
（一
七
五
七
）年
の
『祇
園
社
由
来
拾
遺
伝
』に
は 

 
 
 
 

「同
年
六
月
十
四
日
本
矢
野
よ
り
、
笛
・太
鼓
・鉦
等
を
打
囃
し
、
神 

 
 
 

を
練
め
し
よ
り
、
其
名
遠
近
に
聞
へ
」 

 
 
 

と
あ
る
。 

 
 
 
 

天
保
七(

一
八
三
六)

年
書
き
留
め
の
『小
童
祇
園
社
祭
式
祭
中
行
事 

 
 

 
 
 

定
書
』に
は
六
月
十
日
御
輿
清
シ
役
の
条
に 

 
 
 
 

「右
清
シ
水
甲
奴
郡
矢
野
村
祇
園
井
ニ
参
旧
例
云
々
」 

 
 
 

と
あ
り
、
同
十
四
日
の
条
に 

 
 
 
 

「御
神
事
吹
囃
し
甲
奴
郡
矢
野
村
ヨ
リ
昼
九
ツ
時
打
奉
云
々
」 

 
 
 

と
あ
る
。
『西
備
名
区
』に
は 

 
 
 
 

「こ
の
貝
（ほ
ら
貝
）は
も
と
甲
奴
郡
矢
野
の
修
験
者
、
昔
祇
園
の
神
よ 

 
 
 

り
賜
は
り
し
貝
と
て
持
伝
へ
、
此
神
事
に
の
み
持
出
て
先
駆
セ
し
が
云 

 
 
 

々
」 

 
 
 

と
見
え
て
い
る
。 

 
 
 
 

ま
た
『須
佐
神
社
口
伝
』に
は
、
矢
野
に
祇
園
神
人
多
く
住
し
た
旨
記 

 
 
 

し
て
い
る
。
矢
野
は
須
佐
神
社
の
氏
子
で
は
な
い
が
、
古
く
は
以
上
の
如 

 
 
 

く
数
々
の
由
縁
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
に
須
佐
神
社
の
祭
神 

 
 
 

須
佐
之
男
命
の
伝
説
地
も
多
く
あ
る
。 

  
 
 
 

矢
野
は
古
く
よ
り
本
矢
野
と
い
わ
れ
、
矢
野
庄
の
中
心
地
で
あ
っ
た
。 

 
 
 

多
く
の
廃
寺
跡
が
あ
り
、
多
く
の
五
輪
塔
は
山
伏
・法
印
・行
者
の
墓
と 

 
 
 

い
わ
れ
て
い
る
。
山
伏
の
子
孫
で
あ
る
と
い
う
家
も
多
い
。
祇
園
社
神
宮 

 
 
 

寺
支
配
の
山
伏
修
験
者
が
神
儀
の
先
駆
者
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
郷 

 
 
 

組
の
神
儀
道
具
を
保
管
す
る
佐
々
木
家
も
先
祖
は
山
伏
と
言
わ
れ
る 

 
 
 

が
、
こ
の
家
の
数
代
前
の
六
郎
右
衛
門
（天
保
八
年
没
）の
覚
え
書
き
に
、 

 
 
 

神
儀
の
変
遷
を
書
き
留
め
て
い
る
。
こ
れ
に
小
童
祇
園
社
の
創
建
と
神 

 
 
 

儀
の
始
ま
り
を
宝
亀
五
（七
七
四
）年
と
し
て
い
る
が
、
真
言
宗
の
神
宮 

 
 
 

寺
別
当
が
宗
派
開
祖
の
空
海
の
誕
生
年
を
縁
起
と
し
た
付
会
の
説
で
あ 

 
 
 

る
。
室
町
時
代
に
は
矢
野
神
儀
の
原
形
は
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、 

 
 
 

覚
え
書
に
よ
り
江
戸
時
代
徐
々
に
形
態
を
整
え
、
文
政
元
（一
八
一 

 
 
 

八
）年
今
の
姿
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
約
百
八
十
年
間
、
信
仰 

 
 
 

と
伝
統
に
支
え
ら
れ
今
に
伝
承
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

  
 
 
 

佐
々
木
六
郎
右
衛
門
書
き
留
め
に
あ
る
矢
野
神
儀
の
変
遷
を
、
時
代 

 
 
 

順
に
要
約
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。 

 

① 

宝
亀
五
（
七
七
四
）
年
に
小
童
祇
園
社
が
鎮
座
に
な
っ
た
。
昔
須
佐

之
男
命
が
矢
野
の
王
堂
に
て
休
ま
れ
、
祇
園
水
に
て
水
を
飲
み
給

う
て
小
童
へ
越
さ
れ
た
由
縁
に
よ
り
、
鎮
座
後
祇
園
社
の
祭
り
に
矢

野
の
村
人
は
、
竹
の
葉
に
短
冊
を
つ
け
供
奉
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

② 

天
禄
元
（九
七
〇
）年
紙
幟
を
持
ち
、
神
儀
拍
子
を
打
ち
始
め
る
。 
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③ 

貞
元
二
（
九
七
七
）
年
矢
野
を
九
ツ
半
に
出
発
、
八
ツ
半
ま
で
に
祇

園
社
に
到
着
す
る
こ
と
を
定
む
。 

 
④ 
建
仁
三
（一
二
〇
三
）年
紙
幟
を
縄
に
改
め
る
。 

 

⑤ 

正
保
五
（
一
六
八
三
）
年
竹
の
葉
に
短
冊
幟
を
、
鶏
の
羽
根
に
改
め

る
。 

 

⑥ 

天
和
三
（
一
六
八
三
）
年
郷
組
屋
形
を
組
み
、
中
に
人
形
を
立
て
る
。 

屋
形
は
上
方
に
て
だ
ん
じ
り
と
い
う
。
福
泉
寺
先
住
・新
屋
小
左
衛

門
・野
田
（角
屋
）杢
兵
衛
・岡
田
徳
兵
衛
・石
屋
長
七
が
始
め
た
。 

 

⑦ 

正
徳
三
（
一
六
八
三
）
年
郷
組
の
神
儀
拍
子
は
、
渡
り
拍
子
で
あ
っ

た
が
、
福
泉
寺
先
住
み
つ
ば
ん
上
人
が
京
都
よ
り
、
し
ゃ
ぎ
り
拍
子

を
習
い
帰
り
打
ち
始
め
る
。 

 

⑧ 

享
保
年
中
（一
七
一
六
～
）片
屋
に
初
め
て
屋
形
を
組
む
。 

 

⑨ 

宝
暦
年
中
（
一
七
五
一
～
）
郷
組
の
し
ゃ
ぎ
り
拍
子
を
宇
根
に
ゆ
ず

る
。 

 

⑩ 

安
永
十
（一
七
七
九
）年
郷
組
の
渡
り
拍
子
を
大
神
楽
に
改
め
る
。 

 

⑪ 

寛
政
十
（一
七
九
八
）年
宇
根
に
初
め
て
屋
形
を
組
む
。 

 

⑫ 

文
化
九
（
一
八
一
二
）
年
郷
組
と
宇
根
が
屋
形
の
前
後
を
争
い
、
小

童
峠
の
堂
よ
り
祇
園
社
ま
で
、
宇
根
が
先
行
す
る
こ
と
に
な
る
。 

⑬ 

同
年
小
田
辺
（芦
尾
）に
屋
形
を
組
み
、
三
つ
拍
子
を
始
め
る
。 

 

⑭ 

文
政
元
（一
八
一
八
）年
郷
組
に
宿
入
を
始
め
る
。 

 

【芸
態
】＊
神
儀
拍
子 

          
 
 
 

昔
は
各
神
儀
組
は
宇
根
地
区
に
て
勢
揃
い
し
、
矢
野
と
小
童
の
村
境 

 
 
 

福
王
峠
を
越
え
て
小
童
に
入
っ
て
い
た
。
小
さ
な
山
道
を
屋
形
・太
鼓
を 

 
 
 

担
ぎ
超
え
る
の
は
難
渋
し
た
よ
う
で
あ
る
。
今
は
車
に
て
各
組
毎
小
童 

 
 
 

の
峠
地
区
に
集
結
す
る
。
祇
園
社
ま
で
一
キ
ロ
の
距
離
で
あ
る
。 

 
 
 
 

市
場
地
区
に
て
約
百
メ
ー
ト
ル
は
、
古
例
に
よ
り
神
儀
練
り
を
す
る
。 

 
 
 

再
び
普
通
の
道
行
き
に
て
進
み
、
祇
園
社
門
前
町
宮
部
に
入
る
と
本
格 

 
 
 

的
な
神
儀
練
り
を
行
う
。 

 
 

 
 

太
鼓
打
ち
の
小
・
中
学
生
は
、
バ
イ
を
振
り
上
げ
飛
び
打
ち
を
始
め
る
。 

 
 
 

獅
子
は
左
右
に
荒
れ
狂
う
。
宿
入
り
の
所
役
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
作
を 

 
 
 

繰
り
返
し
一
歩
々
々
と
前
進
す
る
。
空
に
突
き
上
げ
る
羽
熊
の
先
の
紙 

 
 
 

垂
が
白
日
に
映
え
て
美
し
い
。
流
汗
淋
漓
も
の
か
わ
一
糸
乱
れ
ず
練
り 

 
 
 

に
練
り
て
祇
園
大
神
に
捧
げ
奉
る
。 

 

宇
根
組 

片
屋
組 

郷 

組 

 

芦
尾
組 

 

組 

別 

し
ゃ
ぎ
り 

渡
り
拍
子 

大
神
楽 

 

渡
り
拍
子 

道
行
き 

三
つ
拍
子 

三
つ
拍
子 

大
神
楽→

 

太 

極 

三
つ
拍
子 

休
息
所 

四
つ
拍
子 

四
つ
拍
子 

大
神
楽→

 

太 

極 

四
つ
拍
子 

 

須
佐
神
社 

三
つ
拍
子 

三
つ
拍
子 

大
神
楽→

 

両
極
→
本
極 

三
つ
拍
子 

武
塔
神
社
（
御
旅

所
） 
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境
内
に
て
ひ
と
し
き
り
庭 

 
 
 

打
ち
を
し
休
息
す
る
。
午
後 

 
 
 

二
時
半
三
体
の
神
輿
が
、
御 

 
 
 

旅
所
で
あ
る
武
塔
社
に
渡
御 

 
 
 

さ
れ
れ
ば
、
再
び
神
儀
団
は 

 
 
 

行
動
を
開
始
し
、
神
儀
練
り 

 
 
 

を
し
て
武
塔
社
に
向
か
う
。 

 
 
 

武
塔
社
に
て
庭
打
ち
し
て
解 

 
 
 

散
す
る
。 

  
 
 
 

こ
の
神
儀
の
行
列
を
横
切 

 
 
 

る
こ
と
は
絶
対
許
さ
れ
な
い 

 
 
 

昔
か
ら
『矢
野
の
神
儀
師
』と 

 
 
 

い
わ
れ
、
他
で
は
神
儀
師
の
呼
称
は
聞
か
れ
な
い
。 

 
 
 
 

ま
た
『神
儀
を
拝
む
』と
い
う
人
も
あ
り
、
備
北
の
人
々
に
敬
い
と
親
し 

 
 
 

み
を
以
て
知
ら
れ
る
格
調
高
く
入
魂
の
神
儀
で
あ
る
。 

 
 
 
 

氏
子
で
も
な
い
の
に
一
戸
残
ら
ず
参
加
し
、
年
々
歳
々
伝
統
を
守
っ
て 

 
 

 

奉
仕
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
驚
嘆
に
価
す
る
。 

 
 

 

（出
典:

上
下
町
誌
よ
り
） 

 

 
 
 
 

『芋
代
官
』 

外
伝 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

鶴
本 

節
子 

  
 
 
 

二
一
号
へ
掲
載
し
た
、
『げ
い
び
グ
ラ
フ
』の
記
事
で
杉
本
苑
子
著
『終 

 
 
 

焉
』と
、
二
二
号
の
『徳
川
吉
宗
か
ら
褒
美
を
も
ら
っ
た
有
田
村
の
名
主
』 

 
 

 

に
つ
い
て
の
記
事
で
、
そ
の
時
代
、
共
通
す
る
人
物
と
し
て
『
芋
代
官 

井

戸
平
左
衛
門
正
明
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。
今
回
は
『
芋
代
官
』
に
大
き
く
関

わ
り
の
あ
る
【
芋
・さ
つ
ま
い
も
】
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。 

 

さ
つ
ま
い
も
は
、
ど
こ
の
国
の
生
ま
れ
の
野
菜
か
ご
存
知
だ
ろ
う
か
。 

農
林
水
産
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
調
べ
て
み
る
と
、
【
生
ま
れ
は
熱
帯
ア

メ
リ
カ
】
だ
そ
う
だ
。
メ
キ
シ
コ
を
中
心
と
す
る
熱
帯
ア
メ
リ
カ
で
生
ま

れ
で
、
紀
元
前
八
〇
〇
～
一
〇
〇
〇
年
ご
ろ
に
は
、
中
央
ア
ン
デ
ス
地
方

で
サ
ツ
マ
イ
モ
が
つ
く
ら
れ
て
い
た
。 

 
 
 
 

紀
元
前
二
〇
〇
～
六
〇
〇
年
に
つ
く
ら
れ
た
、
さ
つ
ま
い
も
を
か
た
ど 

 
 
 

っ
た
土
器
も
見
つ
か
っ
て
い
る
。
ペ
ル
ー
北
海
岸
の
あ
た
り
で
栄
え
た
モ
チ 

 
 
 

ー
カ
文
化
の
も
の
で
あ
る
。 

 
 
 
 

日
本
で
は
、
一
六
〇
〇
年
ご
ろ
、
中
国
か
ら
や
っ
て
来
た
。
琉
球
か
ら 

 
 
 

薩
摩
に
伝
わ
っ
た
の
で
、
さ
つ
ま
い
も
と
よ
ば
れ
て
い
る
。
中
国
か
ら
来
た 

 
 
 

い
も
＝
「か
ら
い
も
」と
か
、
中
国
で
の
名
前
と
同
じ
く
、
「か
ん
し
ょ
」、 

 
 
 

と
も
よ
ば
れ
て
い
た
そ
う
だ
。 

  
 
 
 

八
代
将
軍
吉
宗
の
こ
ろ
に
、
蘭
学
者
の
青
木
昆
陽
（こ
ん
よ
う
）に
よ 

 
 
 

っ
て
全
国
に
広
め
ら
れ
た
。 

 
 

 
 

こ
の
青
木
昆
陽
が
国
に
広
め
る
二
年
前
に
、
井
戸
平
左
衛
門
が
伊
達

金
三
郎
に
さ
つ
ま
い
も
を
持
っ
て
帰
ら
せ
、
石
見
に
広
め
、
享
保
の
飢
饉

 

◆矢野の神儀 

出典：ポパイのブログより 

 

◆羽熊の先の紙垂 

出典：Gooブログより   
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か
ら
村
人
を
救
っ
た
。 

  
さ
て
、
話
は
変
わ
り
、
江
戸
時
代
に
さ
つ
ま
い
も
を
使
っ
た
料
理
の
本

が
発
刊
さ
れ
て
い
る
。
【
甘
藷
百
珍
】
と
い
う
名
前
で
、
珍
古
楼
主
人
と
い

う
一
風
変
わ
っ
た
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
も
つ
人
物
が
、
寛
政
元
（
一
七
八
九
）
年

に
出
し
た
一
二
三
種
類
に
も
お
よ
ぶ
甘
藷
（さ
つ
ま
い
も
）を
使
っ
た
料 

 
 
 

理
を
、
一
冊
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。 

 
 
 
 

導
入
以
来
、
庶
民
の
生
活
に
根
ざ
し
た
甘
藷
は
、
主
要
な
食
糧
作
物 

 
 
 

と
し
て
人
々
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
料
理
の
種 

 
 
 

類
も
ふ
ま
え
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が
生
ま
れ
て
き
た
。 

 
 
 
 

こ
の
本
で
は
、
一 

 
 
 

二
三
種
類
も
の 

 
 
 

甘
藷
を
使
っ
た
料 

 
 
 

理
を
、
【奇
品
】・ 

 
 
 

【尋
常
品
】・【妙
品
】 

 
 
 

【絶
品
】の
四
つ
に
分 

 
 
 

類
し
て
、
収
め
て
い 

 
 
 

る
。 

  
 
 

【奇 

品
】 

日
本
料
理
の
手
法
を
用
い
た
、
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
た
ア
イ
デ
ア 

 
 
 
 
 
 
 

 

料
理
で
六
三
種
類
紹
介 

 
 
 

【尋
常
品
】 

ど
こ
の
家
庭
で
も
、
ご
く
ふ
つ
う
に
作
ら
れ
た
料
理
で
、
甘 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

藷
を
使
っ
た
一
般
的
な
家
庭
料
理
を
二
一
種
類
紹
介 

 
 
 

【妙 

品
】 

味
も
見
た
目
も
、
と
も
に
優
れ
て
い
る
料
理
と
さ
れ
、
【奇 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

品
】の
中
か
ら
、
特
に
味
の
良
い
も
の
と
し
て
二
八
種
類
紹 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

介 

 
 
 

【絶 

品
】 

究
極
の
甘
藷
料
理
と
し
て
、
一
一
種
類
紹
介 

  
 
 
 

今
回
は
そ
の
中
か
ら
、
【奇
品
】の
『御
手
洗
い
も
』を
紹
介
す
る
。 

 
 

《
御
手
洗
い
も
》 

 
 
 

生
の
い
も
を
す
り
お
ろ
す
。
そ
れ
に
う
ど
ん
粉
を
少
し
入
れ
て
、 

 
 

キ
ン
カ
ン
ほ
ど
の
大
き
さ
に
蒸
す
。
青
竹
の
串
に
五
個
ず
つ
刺
し
て 

 
 

砂
糖
し
ょ
う
油
を
つ
け
な
が
ら
焼
く
。 

 
 

          
 

 
 

【
奇
品
】
に
は
茶
巾
い
も
、
【
尋
常
品
】
に
は
焼
い
も
や
い
も
雑
炊
、
【
妙

品
】
に
は
羊
羹
い
も
や
加
須
低
羅
（
か
す
て
ら
）
い
も
、
そ
し
て
【
絶
品
】
で

は
田
楽
い
も
や
「
ふ
は
ふ
は
い
も
」
と
い
う
、
生
い
も
を
水
に
ひ
た
し
、
塩

を
べ
っ
た
り
ぬ
り
つ
け
、
炭
火
に
か
け
て
蒸
し
焼
き
に
。
塩
釜
（
塩
を
作
る

か
ま
ど
）
か
ら
か
き
出
し
た
熱
い
塩
に
い
も
を
埋
め
て
焼
い
た
の
は
風
味

が
と
て
も
良
い
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
あ
ま
り
手
を
か
け
ず
、
そ
の
ま
ま 

 
 

 
に
塩
を
振
っ
た
だ
け
と
い
う
の
が
、
一
番
美
味
し
い
と
思
う
の
は
、
今
も

江
戸
時
代
も
変
わ
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。 

 
 
 
 

国
立
国
会
図
書
館
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
、
実
際
の
「甘
藷
百
珍
」を
見
る 

 
 
 

こ
と
が
で
き
る
の
で
、
見
る
だ
け
で
も
楽
し
い
と
思
う
。 

 

◆甘藷百珍：出典 江戸東京博物館 

 

 

◆御手洗いも：出典 COOKPAD 
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甲
奴
の
石
造
物
紀
行 

＝
梶
田
・戸
下
＝ 

  
 
 
 

二
二
号
で
、
梶
田
郷
に
あ
る
石
造
物
を
紹
介
し
た
。
今
回
は
矢
迫
線 

 
 
 

を
福
田
へ
向
け
て
行
く
道
沿
い
に
あ
る
。
東
郷
池
を
通
過
し
、
も
う
少
し 

 
 
 

で
福
田
が
見
え
て
く
る
場
所
に
、
立
派
な
石
垣
が
あ
り
、
上
に
小
さ
な 

 
 
 

建
物
が
あ
る
。
気
を
付
け
て
い
な
い
と
見
過
ご
し
て
し
ま
い
そ
う
な
も
の 

 
 
 

だ
が
、
中
に
は
七
つ
の
石
造
物
が
あ
り
、
お
花
が
供
え
て
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

こ
の
石
造
物
は
、
梶
田
八
十
八
ケ
所 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

の
一
部
で
あ
る
。
甲
奴
地
区
で
も
大
師 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

信
仰
の
盛
ん
な
時
代
が
あ
り
、
弘
法
山 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

の
山
名
も
そ
れ
に
ち
な
ん
だ
も
の
ら
し 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

く
、
山
頂
近
く
に
は
大
師
像
三
基
が 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ま
つ
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
て
は
二
一
日 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

の
大
師
の
日
に
は
、
多
く
の
参
拝
者
が 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

あ
っ
た
と 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

聞
く
。 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

赤
い
丸 

 
 

の
つ
い
た
石
造
物
は
大
師
像
で
、
他
の
五
体
は 

一
畑
薬
師
な
ど
の
よ
う
で
あ
る
。 

 
 

一
畑
薬
師
は
目
に
ご
利
益
が
あ
る
の
で
、
眼
病 

 
 

平
癒
を
願
っ
て
参
拝
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。 

 
 
  

屋
根
の
ト
タ
ン
板
も
、
お
供
え
の
お
花
も
ま 

 
 

だ
新
し
く
、
地
域
の
方
が
大
切
に
お
祀
り
さ
れ 

 
 

て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。 

 
 
 
 

も
う
一
つ
、
福
田
下
に
あ
る
石
造
物
を
ご
紹
介
。 

 
 
 
 

大
乗
寺
、
水
越
、
四
反
田
の
三
叉
路
に
ポ
ツ
ン
と
あ
る
道
標
。
右
ハ
あ 

 
 
 
 

り
だ
、
左
ハ
や
す
だ
と
彫
っ
て
あ
る
。
昔
の
人
の
温
か
み
の
あ
る
文
字
が 

 
 
 
 

道
を
急
ぐ
旅
人
や
地
元
の
人
た
ち
を
、
ほ
っ
こ
り
さ
せ
て
来
た
の
で
は 

 
 

 
 

な
い
と
か
と
思
う
。
今
で
も
、
石
の
上
に
立
っ
て
、
道
案
内
を
し
て
い
る
。 

            

事
務
局
よ
り 

 

・会
員
募
集
中
で
す
。
ご
紹
介
く
だ
さ
い
。 

 

・会
の
運
営
や
研
修
内
容
に
つ
い
て
、
ご
意
見
や
ご
質
問
何
で
も
結
構
で
す
の
で
お

聞
か
せ
く
だ
さ
い
。 

 

・「甲
奴
郷
土
史
だ
よ
り
」に
ど
ん
な
こ
と
で
も
良
い
か
ら
、
ご
寄
稿
く
だ
さ
い
。 

 
・古
い
写
真
や
資
料
等
を
「甲
奴
郷
土
史
だ
よ
り
」へ
登
載
し
て
い
き
ま
す
。 

 
・
出
品
物
に
つ
き
ま
し
て
は
、
責
任
を
持
っ
て
返
却
し
ま
す
の
で
、
ご
連
絡
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
連
絡
先 

鶴
本 

節
子
（カ
ー
タ
ー
セ
ン
タ
ー
） 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

☎
〇
八
四
七-

六
七-

三
五
三
五 

 

 

 

 

 

【
お
詫
び
】
二
二
号
の
『
徳
川
吉
宗
か
ら
褒
美
を
も
ら
っ
た
有
田
村
の
名
主
』
の
記
事
で
、

徳
川
吉
宗
の
生
年
の
西
暦
が
間
違
っ
て
い
ま
し
た
。 

誤
：
一
七
五
一
年 

→ 

正
：
一
六
八
四
年 

お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。 


