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郡

上

の

祭

り

）

郡
上
は
郷
土
芸
能
の
大
き
な
ふ
き
だ

ま
り
で
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。
全

国
的
に
見
て
も
全
ぐ
珍
し
い
所
で
あ
る
。

延
年

・
田
楽

・
風
流
。
神
楽

・
地
芝
居

な
ど
多
種
多
様
な
も
の
が
郡
上
谷
に
は

伝
わ
っ
て
い
る
。
東
山
道

。
中
山
道
に

近
く
、
そ
ん
な
に
深
い
山
奥
で
も
な
く

隠
れ
里
に
も
似
た
と
こ
ろ
で
、
遊
芸
の

出
認

知

競

鶴

膨

は
颯

は

人
が
芸
能
が
好
き
で
、
そ
れ
を
習
い
覚

え
よ
う
と
す
る
物
心
両
面
の
ゆ
と
り
と

器
用
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の

芸
能
を
神
祭
り
の
中
に
と
り

入
れ
た
こ
と
、
信
仰
心
も
篤

ぐ
、
そ
の
神
祭
り
が
永
く
伝

え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
地
方
は
そ
れ
程
物
質
的

駆罐”蒙餞ぃ車しっ崚詢請Ｐ銭羅岬劉

の
か
か
る
も
の
が
伝
わ
つ
て
い
な
い
。

大
和
村
は
昔
の
山
田
庄
で
郡
内
で
最

も
開
け
た
肥
沃
な
土
地
で
あ
る
。
こ
こ

を
治
め
た
東
氏
は
大
き
な
野
心
も
持
た

ず
、
歌
道
の
名
家
と
し
て
古
い
伝
統
を

養
っ
て
き
た
丞
糸
て
、
文
明
年
間
宗
祇

に
古
今
伝
授
を
し
た
東
常
縁
を
頂
点
と

す
る
。
ま
た
五
山
文
学
者
と
し
て
聞
こ

え
た
僧
侶
が
五
人
も
出
て
い
る
。
東
氏

の
統
治
三
三
八
年
間
、
荒
ぐ
れ
た
鎌
倉

武
士
の
中
に
あ
っ
て
は
特
異
な
存
在
で

全
国
的
に
見
て
も
珍
し
い
こ
と
だ
と
思

ノ^。芸
能
　
能
の
大
成
者
世
阿
弥
は
そ
の

風
姿
花
伝
に

「色
々
な
人
が
心
を
和
ら

げ
楽
し
み
、
寿
福
を
増
し
て
ゆ
ぐ
も
の
、

上
下
の
区
別
な
く
云
々
」
と
い
う
の
が

芸
能
だ
と
し
て
い
る
。　
一
般
的
に
い
え

ば
美
を
追
求
し
、
身
を
も
っ
て
こ
れ
を

表
現
し
よ
う
と
す
る
の
が
芸
能
で
あ
り
、

そ
の
う
ち
郷
土
芸
能
に
は

「祈
り
」
の

心
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
が
特
色
で
あ

岐
阜
県
文
化
財
保
護
審
議
会
長

岐

阜

大

学

名

誉

教

授

日

置

弥

る
。
民
俗
芸
能
。
郷
土
芸
能
は
招
魂
を

基欄穀し枚い権靡一い一欧れいｒ鎮

魂
の
呪
術
を
行
な
う
神
事
が
神
楽
で
あ

り
、
カ
ミ
ク
ラ
が
な
ま
っ
て
カ
グ
ラ
と

な
った
。
正
月
に武
把
ど
し
て
五穀
豊

穣
を
願
い
、
日
植
の
時
は
祭
り
を
し
て

苗
を
植
え
、
ま
た
厄
神
払
い
の
か
祭
り

を
す
る
な
ど
が
郷
土
芸
能
と
し
て
伝
承

さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
祭
り
は
祈

り
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
山
紫
水
明
の
郡
上
も
開
発
が

）

進
ん
で
、
だ
ん
だ
ん
昔
の
面
影
を
失
な

い
つ
つ
あ
り
、
労
働
力
が
老
化
し
、
若

者
の
都
会
流
出
と
い
う
よ
う
な
事
で
、

今
で
は
伝
承
も
む
ず
か
し
く
な
っ
た
と

予

駆

家
悲

錮

擬

は
確

炉

部
と
共
に
、
そ
の
守
護
神
妙
見
大
菩
薩

を
勧
請
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ

の
祭
礼
記
録
と
し
て
は
元
藤
六
年
の
祭

礼
執
行
の
儀
式
書
が
も
っ
と
も
古
く
、

現
在
の
七
日
祭
り
と
ほ
と
ん
ど
変
ら
な

い
祭
り
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て

お
り
（
村
史
史
料
編

一
〇
八

四
頁
）
ま
た
寛
政
九
年
の

「

当
村
氏
神
妙
見
大
菩
薩
祭
礼

之
覚
に
は
、
参
詣
人
六
百
人

一二
　
一郎

　
程
、
散
銭
九
百
六
拾
文
云
々

」

（
同

一
〇
八
六
頁
）
な
ど

の
記
録
が
残
っ
て
い
て
当
時
と
し
て
は

な
か
な
か
の
賑
い
で
あ
っ
た
様
子
が
９

か
が
え
る
。

お
祭
り
と
い
う
の
は
参
加
す
る
こ
と

に
意
義
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
飲

み
食
う
だ
け
で
は
お
祭
り
と
は
言
え
な

い
。
い
か
に
多
く
の
人
が
祈
り
を
持
ち

神
を
敬
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、

こ
の
こ
と
は
民
俗
学
的
に
見
て
大
き
な

関
心
事
で
あ
る
。

か
き
踊
り
　
か
き
踊
り
は

一
種
の
風

流
踊
り
で
あ
る
。
風
流
は
古
ぐ
は
フ
リ

ユ
ウ
と
読
ま
れ
、
物
語
や
歌
の
心
を
技

に
形
に
表
わ
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ

が
だ
ん
だ
ん
優
美
に
踊
る
踊
り
を
さ
す

よ
う
に
な
っ
た
。

八
幡
町
の
寺
田
さ
ん
が
美
濃
民
俗
に

発
表
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と

「

郡
上
の
神
楽
は
宝
暦
騒
動
以
後
に
始
っ

た
の
が
多
い
が
口
神
路
の
大
神
楽
の
よ

う
に
、
そ
れ
以
前
か
ら
あ
っ
た
も
の
も

四
つ
く
ら
い
あ
る
」
と
言
っ
て
み
え
る
。

一
〇
〇
戸
に
も
満
た
な
い
小
村
で
、
よ

く
も
今
ま
で
伝
承
さ
れ
た
も
の
だ
と
感

心
さ
せ
ら
れ
る
。

郡
上
踊
り
　
郡
上
の
盆
踊
り
は
寛
永

年
間
に
遠
藤
慶
隆
が
士
農
工
商
の
融
和

を
図
る
た
め
に
始
め
た
と
い
わ
れ
て
い

る
。
明
治
以
後
に
西
川
流
の
手
振
り
が

入
っ
て
今
の
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
が
、
青
山
氏
が
特
に
奨
励
し
た

と
言
わ
れ
る
の
は
私
に
は
信
じ
ら
れ
な

い
。
青
山
氏
は
宝
暦
騒
動
直
後
に
郡
上

に
来
た
領
主
で
あ
る
が
宝
暦
騒
動
は
百

姓
が
せ
っ
ぱ
つ
ま
っ
て
立
ち
上
っ
た
必

死
の
一
揆
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
百
姓

を
上
か
ら
の
押
し
つ
け
で
易
々
と
手
な

づ
け
る
こ
と
が
出
来
た
で
あ
ろ
う
か
。

農
民
は
一
揆
の
と
き
の
す
ぐ
れ
た
団
結

心
、
盆
踊
り
を
通
じ
て
心
の
団
結
を
考

え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
も
祈
り

の
心
を
認
め
た
い
。
貧

一頁
下
段
へ
）
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素
材
か
ら
み
た

仏
像

の
あ
ら
ま
し

畑

中

浄

園

し
た
半
肉
彫
り
と
、
石

全
体
を
立
体
的
に
彫
っ

た
立
体
彫
り
が
あ
る
。

２
　
か
な
ぶ
つ
（
金

概

）

仏
教
が
中
国
に
伝
来

し
た
の
は
紀
元
前
後
と
い
わ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
伝
来
説
の
中
に
は
金
の
仏
像

が
経
典
と
共
に
伝
え
ら
れ
た
と
い
い
、

日
本
へ
仏
教
が
公
伝
し
た
と
き
も
百
済

の
聖
王
が
銅
像

一
躯
と
経
典
を
献
上
し

た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
金

銅
の
仏
像
は
早
く
か
ら
造
ら
れ
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。
と
く
に
日
本
に
お
い
て

は
飛
鳥
奈
良
の
時
代
に
大
小
さ
ま
ざ
ま

の
金
銅
仏
が
造
ら
れ
た
こ
と
は
周
知
の

通
り
で
あ
る
。
こ
の
造
像
の
方
法
に
は

金

・
銀

。
銅

・
鉄

・
錫
な
ど
を
と
か
し

て
型
に
は
め
こ
む
鋳
造
法
と
、
鋼
板
を

裏
か
ら
た
た
き
だ
す
打
出
彫
り
と
が
あ

る
。
金
属
仏
は
奈
良
時
代
以
前
が
特
に

・多
い
こ
と
は
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

５
　
土
ぼ
と
け
（
塑
像
）

塑
像
の
起
源
も
イ
ン
ド
や
中
国
で
あ

り
、
そ
の
技
法
が
日
本
へ
伝
え
ら
れ
た

法
隆
寺
五
重
塔
内
の
塑
像
群
を
は
じ
め

と
し
て
、
と
く
に
奈
良
時
代
に
は
、
す

ば
ら
し
い
塑
像
が
多
い
が
、
平
安
時
代

に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
、
鎌
倉
期

か
ら
室
町
期
に
か
け
て
復
興
し
た
。

）

し
か
し
、
こ
の
期
の
塑
像
は
ほ
と
ん

ど
が
人
物
の
肖
像
で
あ
る
。
塑
像
の
造

胸働軌̈
馳“櫛鍋珠行囃脚け静坪

ン”が牧琢型産中Ｘ御̈
盤』簾赫

権知なっ贅緩雌緻鈍畔餃経費に村｝

短
″）雖
ピ鞣
鎌
緊
靭

齢抑募肺抑』喩叫競̈
晟れ璃請疎

暉
髯鰺
崚つも弦
姜編

″潤
師
森巧
託
邸
議
は

凍静嗜られており、数もわずかで

４　
う
る
し
の
ほ
と
け
へ載
識
ぽ
）

中
国
に
は
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
た

が
、
日
本
で
は
奈
良
時
代
以
前
の
み
で

浮
］
鵬
鬱
駆
凛
糊
酵
輸
融
い
ず
″
洵
型

る
。
脱
乾
漆
と
い
う
の
は
塑
像
の
原
型

を
造
り
、
そ
の
上
に
麻
布
を
漆
で
何
回

も
は
っ
て
仕
上
げ
、
乾
い
た
時
中
の
粘

土
を
除
く
。
木
心
乾
漆
は
初
め
木
で
原

型
を
彫
り
そ
の
上
に
麻
布
を
漆
で
貼
り

つ
け
て
仕
上
げ
る
の
で
あ
る
。
唐
招
提

寺
の
か
の
有
名
な
鑑
真
和
尚
像
は
脱
乾

漆
の
例
で
あ
る
が
、
奈
良
の
寺
々
に
は

乾
漆
像
が
多
く
見
う
け
ら
れ
る
。

５
　
木
　
像

繁

¨
録

紳
耀

雛

雛

夢

聯

の
木
像
が
四
体
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、

す
で
に
香
木
で
仏
像
が
造
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
日
本
で
は
奈
良
朝

ま
で
は
木
像
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
次

の
平
安
朝
に
な
る
と
密
教
が
伝
来
し
山

嶽
仏
教
が
盛
ん
に
な
る
と
急
に
仏
像
の

要
求
が
高
ま
っ
て
く
る
。
と
こ
ろ
が
従

来
の
金
銅
や
漆
は
高
価
で
入
手
が
困
難

な
た
め
、
い
き
お
い
日
本
に
豊
富
な
木

材
が
造
像
の
素
材
と
し
て
用
い
ら
れ
だ

鼈

鴨

罐

蒻

一
鯵

肛
け
辟

江
戸
期
に
入
る
と
松

・
杉
も
使
用
さ
れ

た
。
木
仏
に
は
一
木
造
り
と
寄
木
造
り

が
あ
る
。
一
本
造
り
と
い
っ
て
も
全
体

が
一
本
の
本
で
造
ら
れ
る
の
は
ま
れ
で

頭
部
と
外
部
の
み

一
材
で
彫
り
、
他
の

手
足
や
持
物
な
ど
は
別
材
で
造
っ
て
は

め
込
ん
だ
も
の
も

一
般
に
一
木
造
り
と

い
っ
て
い
る
。
寄
木
造
り
は
巨
大
な
像

を
造
る
と
き
で
像
の
各
部
を

一
材
で
造

り
、
そ
れ
を
結
合
さ
せ
て
一
像
を
完
成

す
る
の
で
あ
る
。

参
考
琶
　
「望
月
勢
墾
人
辞
典
」
西

村
公
明

「仏
像
の
再
発
見
」
な
ど

）

貧

頁
つ
ゞ
き
）

私
は
む
し
ろ
百
姓
自
身
の
祈
り
の
中
か

ら
盛
り
上
が
り
、
踊
り
つ
づ
け
ら
れ
て

き
た
も
の
と
考
え
た
い
。
古
調
郡
上
節

は
観
光
化
さ
れ
た
今
の
踊
り
と
は
大
き

な
ち
が
い
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

昔
の
人
は
神
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し

て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
貞
永
式
目
の
第

一
条
に

霜

は
人
の
敬
す
る
に
よ
っ
て

そ
の
威
を
増
し
、
人
は
神
の
徳
に
よ
っ

て
運
を
添
う
」
と
あ
る
。
鎌
倉
武
士
は

神
は
自
ら
の
中
に
あ
り
と
感
じ
取
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
本
来
神
と
い
う
の
は

そ
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

∧
以
上
は
四
月
二
一
日
本
会
総
会

（

村
民
セ
ン
タ
ー
）
に
お
け
る
講
演
の

要
旨
で
あ
る
∨

松

井

京

ニ

百
年
公
園

二
十
億
石
の
歴
史
に
思
ふ
か
な
吾
れ

に
も
無
量
の
歴
史
は
あ
り
て

篠
脇
城
址

篠
脇
の
館
の
礎
石
語
り
か
く
諸
行
無

常
や
泡
沐
の
身
を

１
　
仏
像
の
初
め
は
石
仏

仏
教
に
お
い
て
は
初
め
仏
像
は
な
く

釈
迦
涅
槃
の
後
は
遺
骨
を
生
前
の
ゆ
か

り
の
地
に
埋
め
て
塔
を
建
て
て
供
養
し

た
。
そ
の
後
紀
元
前
後
に
ガ
ン
グ
ー
ラ

地
方
で
ギ
リ
ツ
ア
の
智
疹
身
列
の
形
響

を
う
け
て
石
仏
が
造
ら
れ
た
の
が
仏
像

の
起
源
で
あ
る
。
つ
い
で
紀
元
四
世
紀

頃
に
印
度
の
デ
功
ン
高
原
西
ａ
向
に
ア

ジ
ャ
ン
タ
ー

・
エ
ロ
ー
ラ
な
ど
の
石
窟

寺
院
が
造
ら
れ
、
印
度
固
有
の
グ
プ
タ

様
式
と
い
わ
れ
る
石
仏
が
多
く
造
像
さ

れ
た
。
こ
の
造
像
の
様
式
は
中
国
の
敦

爆
千
仏
洞
や
雲
間
の
石
窟
寺
院
の
造
像

に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
日
本
に
お

い
て
は
良
質
の
石
材
に
乏
し
い
た
め
、

巨
大
な
石
像
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

ま
た
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
も
そ

の
数
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
近
世
に
な

っ
て
仏
教
の
庶
民
化

・
世
俗
化
が
進
行

す
る
に
つ
れ
て
、
道
路
の
難
所
と
か
村

の
辻
な
ど
に
地
蔵
や
観
音
の
小
像
が
数

・多
く
た
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ

れ
ら
の
石
像
に
は
石
の
片
面
に
彫
り
出
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文
化
財
現
地

見
学
記鷲

見

鈴

子

風
薫
る
と
言
う
文
字
通
り
さ
わ
や
か

な
五
月
の
風
を
バ
ス
の
窓

一杯
に
入
れ

関
市
の
岐
阜
県
博
物
館
見
学
に
行
き
ま

し
た
。
博
物
館
で
は
正
午
迄
二
時
間
ほ

ど
ゆ
っ
く
り
と
見
学
す
る
こ
と
が
出
来

ま
し
た
。
特
別
展
一の
開
催
中
で
あ
っ
た

の
で
「濃
飛
の
先
史
時
代
―
縄
文
土
器

の
神
麟
」
と
言
う
テ
ー
マ
通
り
数
多
く

の
土
器
や
石
器
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
約
一
万
年
前
か
ら
八
千
年
も
続
い

た
と
言
わ
れ
る
縄
文
時
代
の
草
創
期
か

ら
晩
期
に
い
た
る
ま
で
土
器
や
石
器
の

変
化
に
伴
い
、
歴
史
の
推
移
を
目
の
あ

た
り
に
見
る
心
地
で
し
た
。
む
ず
か
し

百
年
公
園
に
て
含
懸
〓
極
壁
燿
翌
じ

）

い
事
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
現
在
私
達

が
当
然
の
ご
と
く
使
っ
て
い
る
身
の
廻

り
の
道
具
の
ほ
と
ん
ど
が
、
原
形
は
何

千
年
も
前
の
人
々
の
考
え
出
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
知
り
縄
文
時
代
の
人
々

の
生
活
の
知
恵
の
す
ば
ら
し
さ
に
目
を

見
張
る
ば
か
り
で
し
た
。
又
、
祭
と
信

仰
の
と
こ
ろ
で
感
し
た
こ
と
で
す
が
、

喜
び
事
は
神
へ
の
感
謝
と
し
て
お
祭
を

し
、
不
安
や
長
れ
は
祈
り
の
心
と
な
り

信
仰
と
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
信

仰
や
お
祭
り
は
彼
ら
の
生
活
の
一
部
と

な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
反
面
ま
だ
用
途
の
わ
か
ら
な
い
石

造
物
を
眺
め
て
い
る
と
、
何
か
を
私
た

ち
に
語
り
か
け
て
く
れ
る
よ
う
な
神
秘

さ
さ
え
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
別
室
に
は

動
植
物
の
化
石
が
展
示
さ
れ
て
い
た
が

中
で
も
か
え
で
の
葉
が
散
っ
た
姿
そ
の

ま
ま
に
折
り
重
な
り
、
葉
脈
の
一
本

一

本
ま
で
が
は
っ
き
り
と
残
っ
て
い
る
の

は
印
象
的
で
し
た
。
数
千
年
も
た
っ
た

今
も
美
し
い
シ
ル
エ
ッ
ト
を
残
し
て
い

る
大
自
然
の
不
思
議
さ
と
偉
大
さ
が
今

さ
ら
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
数

多
く
の
展
示
物
の
中
で
も
、
大
和
村
の

篠
脇
城
の
模
型
や
小
間
見
川
の
オ
オ
サ

ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
の
生
息
状
況
の
模
型
な

ど
が
会
場
に
花
を
そ
え
て
い
ま
し
た
。

ど
の
展
示
場
で
も
郡
上
郡
か
ら
出
品
さ

れ
た
土
器
等
の
前
に
立
つ
と
、
遠
い
旅

先
で
知
人
に
出
会
っ
た
よ
う
な
な
つ
か

し
さ
を
お
ほ
え
ま
し
た
。

午
后
は
本
堂
、
二
重
の
塔
、
客
殿
ま

で
す
べ
て
が
国
指
定
重
要
文
化
財
と
な

っ
て
い
る
新
長
谷
寺
へ
か
参
り
し
ま
し

た
。
運
よ
く
お
開
帳
の
期
間
中
で
あ
っ

た
の
で
、
御
院
主
様
の
詳
し
い
ご
説
明

を
お
聞
き
し
て
観
音
様
を
近
く
で
拝
ま

せ
て
い
た
だ
く
事
が
出
来
ま
し
た
。
ま

た
緑
の
木
立
の
中
に
自
壁
の
客
殿
が
あ

り
ま
し
た
。
広
縁
か
ら
ど
う
だ
ん
の
垣

根
越
の
お
茶
室
や
、
新
緑
の
葉
が
く
れ

に
眺
め
る
二
重
の
塔
な
ど
を
心
静
か
に

拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
ん

な
近
く
に
こ
ん
な
立
派
な
か
寺
が
あ
る

こ
と
を
今
ま
で
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
の

で
、
ま
る
で
京
都
へ
で
も
旅
を
し
て
い

る
様
な
思
い
で
見
学
し
ま
し
た
。
次
い

で
文
化
会
館
と
善
光
寺
へ
回
り
無
事
全

コ
ー
ス
を
終
わ
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

今
回
は
大
和
村
婦
人
会
文
化
部
の
学

級
生
の
皆
様
も
ご

一
緒
で
し
た
の
で
に

ぎ
や
か
な
楽
し
い
一
日
で
し
た
。
皆
さ

ん
と
い
っ
し
ょ
に
人
類
の
歴
史
を
た
ど

っ
た
り
、
美
し
く
優
し
い
仏
様
を
拝
せ

て
い
た
だ
く
事
が
で
き
、
久
し
振
り
に

心
を
洗
わ
れ
る
思
い
を
し
ま
し
た
。
有

意
義
な
一
日
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
た

こ
と
を
喜
ん
で
お
り
ま
す
。

村
内
の
天
然
記
念
物

見
学
に
参
加
し
て

黒

岩

き

く

ゑ

八
月
五
日
縁
あ
っ
て
村
内
の
天
然
記

念
物
の
見
学
に
お
供
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
今
日
も
暑
く
な
る
と
思
い
な

が
ら
村
の
バ
ス
ニ
台
で
大
間
見
川
の
澄

み
き
っ
た
流
れ
に
そ
い
、
こ
ん
な
奥
に

と
思
う
高
い
所
に
自
山
神
社
が
あ
り
、

神
殿
と
拝
殿
の
間
に
大
き
な
杉
の
大
木

が
そ
び
え
立
っ
て
い
ま
し
た
。
樹
一局
約

五
〇
米
、
樹
齢
八
〇
〇
年
９
基
た
）
と

聞
き
、
こ
の
巨
大
な
生
き
物
に
ま
ず

一

驚
す
る
と
共
に
そ
の
霊
気
に
心
も
身
も

引
き
し
ま
る
思
い
で
し
た
。
小
間
見
の

大
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
、
日
大
間
見
白
山

神
社
の
ト
ネ
リ
コ
の
木
な
ど
に
お
ど
ろ

い
た
り
感
心
し
た
り
し
て
い
る
う
ち
に

万
場
の
南
官
神
社
に
つ
き
ま
し
た
。
自

分
の
氏
神
様
で
あ
り
な
が
ら
、
ふ
だ
ん

は
あ
ま
り
気
付
か
ず
に
い
た
こ
の
大
モ

ミ
ジ
が
こ
の
た
び
村
指
定
の
天
然
記
念

物
に
な
っ
た
の
で
、
改
め
て
そ
の
見
ご

と
な
枝
ぶ
り
に
感
心
し
ま
し
た
。

剣
の
金
側
神
社
の
エ
ノ
キ
と
名
皿
部

自
山
神
社
の
ケ
ヤ
キ
が
長
良
川
を
は
さ

ん
で
、
さ
ら
さ
ら
と
風
に
た
わ
む
れ
て

い
る
さ
ま
は
何
か
大
和
の
歴
史
で
も
お

互
い
に
語
り
合
っ
て
い
る
よ
う
で
し
た
。

今
は
こ
の
辺
も
や
た
ら
と
家
が
建
ち
、

川
の
両
側
は
堤
防
に
な
り
ヽ
か
っ
て
は

渡
舟
場
で
月
見
草
が
群
れ
咲
い
て
川
面

に
，
つ
し
て
い
た
の
は
遠
い
昔
の
よ
う

で
す
。
島
の
七
代
天
神
は
神
殿
も
拝
殿

も
と
て
も
広
く
、
ご
神
体
は
等
身
大
の

座
像
七
体
で
火
事
に
あ
い
焦
げ
て
い
る

と
か
、
一
日
か
が
ま
せ
て
頂
き
た
か
っ

た
と
心
残
り
で
す
。
西
川
役
場
跡
の
エ

ノ
キ
の
大
木
を
見
て
牧
の
明
建
神
社
に

着
い
た
の
は
丁
度
お
昼
頃
で
し
た
。
桜

並
木
を
は
じ
め
亭
々
と
ご
神
木
の
立
ち

並
ぶ
中
に
、
神
苑
は
七
日
の
お
祭
り
を

ひ
か
え
掃
目
も
整
然
と
清
め
ら
れ
て
お

り
ま
し
た
。

こ
こ
の
祭
り
は
、
県
の
無
形
文
化
財

に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
祭
り
の
全
容

を
土
松
さ
ん
か
ら
話
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
午
後
か
ら
は
、
ま
ず
領
家
の
モ

ミ
ジ
を
見
学
、
墓
の
台
石
を
根
が
巻
き

こ
ん
で
墓
石
は
落
ち
て
い
た
と
か
。
も

う
百
年
も
す
れ
ば
今
見
え
て
い
る
台
石

も
す
っ
か
り
見
え
な
く
な
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
、
自
然
の
不
思
議
な
い
た

ず
ら
に
驚
き
ま
し
た
。

増
田
家
の
ツ
ツ
ジ
、
細
川
家
の
ヒ
イ

ラ
ギ
、
こ
ん
な
に
な
る
ま
で
に
は
代
々

の
方
が

一
つ
心
で
な
い
と
中
々
育
た
な
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い
。
ヒ
イ
ラ
ギ
が
こ
ん
な
に
葉
に
刺
が

な
く
な
り
、
丸
長
型
に
な
る
に
は
三
百

年
以
上
は
か
か
る
と
田
中
先
生
の
お
話

で
し
た
。

「人
間
も
年
が
よ
る
ほ
ど
角

が
と
れ
た
ら
い
い
の
に
」
と
見
学
者
の

中
か
ら
聞
こ
え
て
い
ま
し
た
。

日
神
路
の
自
山
神
社
の
大
本
ヒ
ノ
キ

を
最
後
に
帰
路
に
つ
き
ま
し
た
。
村
に

住
み
な
が
ら
見
る
も
の
間
く
も
の
初
め

て
で
、
す
ば
ら
し
い
一
日
で
あ
っ
た
こ

と
を
感
謝
し
ま
す
。

明
建
神
社
前
に
て

村
内
文
化
財

見
学
の

一
端

河

合

芳

江

雇

台
も
と
暗
し
」
と
は
よ
く
言
っ

た
も
の
で
、
村
の
文
化
財
に
ど
ん
な
も

の
が
あ
る
か
、
私
は
あ
ま
り
知
ら
な
か

っ
た
が
、
文
化
財
見
学
に
参
加
し
て
、

こ
の
日
（
八
月
五
日
）
は
村
内
の
天
然

記
念
物
を
見
学
し
て
歩
い
た
。

歴
史
を
た
ど
る
と
、
私
達
の
祖
先
が

神
社
を
建
立
し
て
神
を
ま
つ
り
、
木
を

植
え
て
か
ら
幾
星
霜
、
激
し
い
風
雪
に

耐
え
て
七
百
年

（
鎌
倉
時
代
）
か
ら
八

百
年

（
平
安
末
期
）
の
樹
齢
を
保
ち
、

一テ
々
と
し
て
大
空
に
枝
を
の
ば
し
、
大

地
に
た
く
ま
し
く
し
っ
か
と
根
を
張
っ

て
い
る
大
樹
の
群
像
を
眺
め
て
い
る
と

祖
先
が
残
し
て
く
れ
た
こ
の
偉
大
な
遺

産
と
自
然
の
恵
み
に
頭
の
下
が
る
思
い

が
す
る
。
こ
れ
ら
の
社
叢
の
樹
木
は
、

有
為
転
変
の
世
相
を
黙
々
と
し
て
眺
め

あ
る
時
は
戦
火
に
逢
い
、
又
は
早
魃
に

あ
え
ぎ
な
が
ら
世
の
中
の
興
亡
を
見
つ

め
て
き
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
現

在
は
繁
茂
し
て
い
る
も
の
も
あ
れ
ば
樹

体
の
一
部
が
枯
死
し
て
い
る
も
の
も
あ

ア一
。

）

例
え
ば
、
明
建
神
社
の
桜
並
木
は
春

に
な
れ
ば
花
の
ト
ン
ネ
ル
を
つ
く
り
私

達
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
が
、
そ
の
ひ

と
つ
ひ
と
つ
を
眺
め
る
と
、
も
う
少
し

何
と
か
せ
ね
ば
‥
‥
と
い
う
あ
せ
り
が

湧
を

く
る
。
又
、
金
禦

程

の
エ
ノ

キ
は
長
良
川
に
雄
大
な
枝
を
延
ば
し
、

夏
は
涼
し
い
木
蔭
を
つ
く
り
冬
は
風
雪

を
凌
い
で
生
き
長
ら
え
て
き
た
で
あ
ろ

う
が
、
悲
し
い
か
な
二
本
の
幹
の
う
ち

一本
は
枯
死
し
て
伐
り
取
ら
れ
、
哀
れ

な
姿
を
さ
ら
け
出
し
て
い
る
。
奥
大
間

見
百
山
神
社
の
大
杉
は
樹
齢
八
百
年
と

い
わ
れ
て
い
る
が
枝
の
一
本
は
市
死
し

保
護
対
策
も
完
全
と
は
い
え
な
い
し
、

日
大
間
見
白
山
神
社
の
ト
ネ
リ
コ
は
二

百
五
十
年
の
樹
齢
を
保
っ
て
い
る
が
、

そ
の
枝
の
一
本
は
折
れ
て
、
折
れ
口
に

杉
が
生
え
て
い
る
。
何
と
も
痛
ま
し
い

気
が
す
る
。

中
に
は
、
庭
園
愛
好
家
の
垂
涎
の
的

と
な
る
よ
う
な
増
田
家
の
四
本
の
ツ
ツ

ジ
も
あ
っ
て
、
幹
の
周
囲
が
六
十
糎
か

ら
九
十
糎
以
上
も
あ
り
誠
に
見
事
な
も

の
で
あ
る
。
叉
、
細
川
家
の
ヒ
イ
ラ
ギ

は
樹
令
五
百
年
を
生
き
た
古
木
で
尖
歯

も
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
も
う

一
つ
領
家
の
モ
ミ
ジ
は
森
氏
の
墓
所
の

傍
に
あ
っ
て
巨
大
な
根
幹
は
墓
所
の
土

台
石
を
し
っ
か
と
何
本
か
の
腕
を
延
ば

し
て
か
き
抱
ぐ
よ
う
に
し
て
奪
え
て
い

る
。
こ
れ
ら
を
眺
め
る
と
私
達
の
祖
先

が
如
何
に
大
切
に
し
愛
情
を
こ
め
て
育

く
ん
で
き
た
か
、
そ
の
苦
心
が
脈
々
と

波
打
っ
て
い
る
よ
う
で
、
思
わ
ず
感
嘆

の
声
が
漏
れ
た
。

こ
れ
ら
の
文
化
財
は
、
村
民
が
総
力

を
挙
げ
て
大
切
に
し
、
村
の
宝
と
解
る

よ
う
な
施
設
と
保
護
が
望
ま
し
い
。
そ

し
て
現
代
に
生
き
る
私
達
の
生
き
ざ
ま

を
年
輪
に
し
っ
か
と
刻
み
つ
け
、
次
の

世
代
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
す
る
よ
う
、
誰

も
が
自
身
の
務
と
し
て
文
化
遺
産
を
守

っ
て
い
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

七
代
天
神
の
鳥

居
杉
に
思
う

島

崎

英

二

私
は
、
今
ま
で
七
代
天
神
の
お
宮
さ

ん
は
遠
ぐ
か
ら
拝
し
た
だ
け
で
、
神
域

に
入
っ
て
お
参
り
し
た
の
は
、
今
度
が

始
め
て
だ
っ
た
。
ど
こ
の
お
宮
さ
ん
で

お
神
域
に
入
る
と
心
の
ひ
き
し
ま
る
感

じ
で
す
が
、
こ
の
七
代
天
神
の
前
に
立

っ
た
と
き
は
な
ん
と
も
言
え
な
い
尊
さ

に
思
わ
ず
手
を
合
わ
せ
た
。

ン

昔
は
、
こ
の
本
殿
が
山
の
上
に
お
祀

り
し
て
あ
っ
た
と
言
う
。
鳥
居
杉
と
名

づ
け
ら
れ
た
大
杉
が
川
を
隔
て
立
っ
て

い
る
の
を
見
る
と
、
そ
こ
に
鳥
居
が
あ

り
長
い
参
道
が
あ
っ
た
こ
と
が
思
わ
れ

こ
の
お
宮
の
神
域
が
如
何
に
広
大
な
も

の
で
あ
っ
た
か
が
う
か
が
え
る
。

本
殿
前
に
あ
る
狛
犬
は
、
神
の
実
在

を
信
じ
、
神
を
守
護
し
よ
う
と
す
る
人

た
ち
の
深
い
信
仰
の
象
徴
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。

当
時
は
人
口
も
少
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
が
、
こ
う
し
た
広
大
な
神
域
を
設
け

神
を
お
祀
り
し
た
と
言
う
こ
と
は
、
古

人
が
神
を
中
心
に
し
て
信
仰
に
結
ば
れ

た
地
域
社
会
を
築
き
上
げ
よ
う
と
し
た

こ
と
を
物
二語
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

何
百
年
の
風
雪
に
耐
え
て
、
今
に
生
き

つ
づ
け
て
い
る
こ
の
大
杉
に
向
っ
て
い

る
と
、
昔
の
人
々
の
さ
さ
や
さ
か
か
す

か
に
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
本

堂
の
御
前
で
扉
を
と
か
し
て
神
を
拝
し

て
い
る
と
、
長
い
歴
史
の
足
跡
が
胸
の

奥
深
く
に
ひ
び
い
て
く
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

私
は
多
く
の
文
化
財
を
通
し
て
古
代

の
人
達
の
清
ら
か
な
心
に
触
れ
、
そ
の

生
活
文
化
を
学
び
、
物
質
本
位
の
現
代

社
会
に
お
い
て
、
少
し
て
も
心
の
中
に

潤
い
を
持
ち
た
い
と
思
う
。
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会

員

名

簿

滝
日
　
準

一

日
置

貞

一

日
口
　
勇
治

日
置
　
一万
衛

粥
川

　

溜

清
水

　

定

粟
巣

島
崎
　
増
造
　
監
　
事

増
田
　
洋
子

武
田
　
信
康

中
山
周
左
工
門

理
　
事

鷲
見
　
豊
夫

古
道

松
井
　
弘
雄
　
理
　
事

細
川
　
　
優

神
路

森

　

忠
敬

理

事

森

　

拾
吉

和
田
　
月
男

山
田
　
真
人

名
皿
部

尾
藤
　
　
由

倉
屏
【
喜
平

（氏

ι

剣
山
下
　
運
平

国
枝
　
貞
雄

日
置
　
照
郎

高
橋
　
義

一

高
橋

　

明

日
中

　

裕

加
藤
　
文
蔵

池
田

憲
三

畑
中
　
定
夫

小
池
　
久
江

青
木

卦
二

畑
中
　
澄
子

河
合

俊
次

河
合

芳
江

畑
中
　
清
子

河
合
　
　
恒

佐
藤
　
光

一

大
間
見

野
田
　
直
治

日
置
　
広
雄

野
田

　

茂

青
木

新
三

村
井
　
正
蔵

日
置

　

繁

大
野
　
隆
成

顧

間

常
任
理
事

理

事

理

事

会

長

理

事

監

事

二
四
Ω

ハ

一
〓
一九
二

二
９

一
一

三
七
九
二

二
四
八
八

一
一一
一８

二
八
〇
二

三
二
八
二

二
一
六
八

二
五
七
六

二
二
九
二

三
五
〇
七

三
二
四
六

三
二
四
六

三
二
五
五

二
三
五
八

〓
三
〇

一

一
一
八

五

一三
〇

七

一二
八

五

一四
一三

ハ

一三
一
一三

一二
五
四

〓
三

〇

池
田

　

弘

菜

宥

小
野
江
選
量

山
下
　
直
美

小
池
八
重
子

藤
沢
五
二
郎

日
置
　
幸
雄

松
井
　
　
隆

坪
井
　
真
澄

坪
井
　
庄
市

松
井
　
　
直

坪
井
　
政
雄

古
田

　

忠

井
口
　
一
男

佐
藤
　
秀
夫

万
場

畑
中
　
浄
園

畑
中
　
真
澄

石
神
一
発
生

井
俣
一
初
枝

寛

　

明
代

稲
葉

春
吉

森

　

助
二

黒
岩
き
く
ゑ

桑
田
　
和
子

徳
永

木
島

観

一

査

妻

土
松

一新
逸

二
七
九
六

三
〇
八
六

二
七
一
一六

三
九
三
八

二
三
〇
九

〓
一
一
一
六

二
七
七
〇

二
五
〇
三

二
九
九
〇

三
五
〇
四

四
〇
八
五

四
０
九
二

四
〇
九
〇

四
〇
二
〇

四
〇
〇

一

二
四
四

一

二
四
四
一

二
四
一
三

二
七
五
八

二
五
三
二

二
五
〇
三

二
五
二
八

二
四
六
〇

二
四

一
九

二
〇
喜
二

二
五
九

一

二
七
三
一

木
島

　

泉

鷲
見
一
鈴
子

田
中
ま
さ
を

鷲
見
　
か
と

直
井
す
ゞ
江

矢
野
原
幸
子

鷲
見
　
ゆ
き

大
場

賢

一

小
間
見

平
沢

　

勤

島
崎
　
英
二

鷲
見
　
明
良

田
代

・俊
雄

河
辺

田
中
喜

一
郎

清
水
一
貞
子

清
水
美
佐
子

横
枕
千
代
子

鷲
見
一
長
子

尾
藤
　
一万
子

清
水
・
幸
江

前
田
　
　
孝

岩
谷
ま
す
の

牧
粟
飯
原
常
城

加
饉
一　
一
男

日
置
　
一
朗

遠
藤

周

一

松
森
　
益
吉

土
松
　
康
二

理

事

理

事

二
〇
≡
二

一
六
）
∪
五

二
〇
六
七

二
一
八
九

二
五
九
二

二
〇
七
七

三
二
八
九

二
五
七
七

二
九
三
七

三
〇
三
七

三
〇
≡

二

三
九
六
五

三
四
一
〇

二
〇
五
二

二
〇
二
一

二
三
八
九

二
〇
二
八

二
一
四
七

二
〇

一
九

一
〓
〇

一

三
二
六
七

一
一一一一エハ
一
一

二
人
七
〇

三
六
七
四

二
人
九
〇

三
九
二
二

二
七
二
九

二
七
〇
五

一　一ユハ
エハ
一
一

二
九
五
〇

三

四

一
七

三
三
八
七

二
七

一
〇

一
一一
一一一一エ
ハ

四
〇

四

一

三

二
人
四

二
七

二
八

二
七

八
八

二
七
九

五

二
人
六

一

二
〇
八
三

二
二
四
八

三
型

全

二
一
一
四

三
四
三
〇

一
三
〇

一

三
七
九
一

三
七
九

一

三
四

一
三

二
八
九
五

三
七
九
〇

三
七
六
七

（
順
序
不
同
）

役

ι

電
車

号

理

事

副
会
長

理

事

常
任
理
事

会

　

計

理 理

事 事

理 理

事 事

有
代
一　
信
吾

有
代
　
い
せ

羞
卜
　
正
則

下
広

茂

一

下
広
す
ゑ
の

永
谷

　

広

書 理

記 事

[覇曾li[曾 II菖 [i習 ]雷

岐
阜
県
博
物
館
に
て

小

池

久

江

そ
れ
ぞ
れ
に
遺
物
は
語
る
そ
の
音

縄
文
人
の
知
恵
と
祈
り
を

縄
文
の
土
器
に
伝
わ
る
先
人
の
温

き
灯
の
今
日
に
息
づ
く

社
叢
に
て

土

松

新

逸

遠
き
祖
が
植
え
た
ま
い
た
る
神
森

の
老
杉
は
語
る
そ
こ
は
か
と
な
く

世
の
移
り
里
の
変
り
を
見
下
し
て

大
杉
は
今
日
も
夕
陽
に
立
て
り

顧  副

問  貪

二
七
〇
六

二
四
八
〇

一　一エハ上ハ
し一

二

三

二
七

理
　

事

　

　

一三

ハ
四

人

三
六

四

八

二

五
五
四

二
七
九

一

三

七

二

八

三

五
八

二

二
人

一
七
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岐
阜
県
指
定
天
然

記
念
物

（大
和
村
Ｃ

２
和
五
四
年
六
月

一
五
日
付
）

○
田
屋
薫
Ｆ
在
の
社
叢

昭
和
五
〇
年
二
月
二
五
日
付
で
、
村

の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
た
が

今
回
県
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
た

も
の
で
、
八
七
三
〇
計
の
境
内
に
は
、

樹
齢
七
〇
〇
年
以
上
の
ス
ギ
ニ
本
（
内

一
本
は
目
通
り
周
囲
七
ｍ
）
の
ほ
か
、

ス
ギ

・
ヒ
ノ
キ
・
ケ
ヤ
キ
・
サ
ク
ラ
な

ど
目
通
り
周
囲

一
ｍ
以
上
の
大
木
が

一

三
〇
本
ほ
ど
あ
り
、
横
大
門
と
呼
ば
れ

る
二
三
〇
ｍ
の
桜
並
木
は
、
篠
脇
城
の

馬
場
跡
と
い
わ
れ
て
お
り
、
毎
年
美
し

く
開
花
し
、
昔
か
ら
桜
の
名
勝
と
し
て

人
々
に
親
し
ま
れ
て
い
る
。

ｏ
口
神
路
白
山
神
社
の
六
本
ヒ
ノ
キ

こ
の
自
山
神
社
の
社
叢
は
、
昨
年

一

二
月
二
五
日
付
で
、
村
の
天
然
記
念
物

に
指
定
さ
れ
た
が
、
今
回
そ
の
中
の
一

本
こ
の
六
本
ヒ
ノ
キ
が
県
の
天
然
記
念

物
に
指
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
樹
齢

五
〇
０
年
以
上
、
目
通
り
周
囲
六
・
二

ｍ
、
樹
高
三
三
ｍ
あ
り
、
地
上
一
・
五

ｍ
の
と
こ
ろ
か
ら
幹
が
九
本
に
わ
か
れ

て
い
て
、
県
下
で
も
ま
れ
な
ヒ
ノ
キ
の

大
木
で
あ
る
。

ｏ
領
家
の
モ
ミ
ジ

下
栗
巣
の
森
氏
（
通
称
領
家
）
の
墓

の
上
に
あ
る
こ
の
モ
ミ
ジ
は
、
昨
年

一

二
月
二
五
日
付
で
、
村
の
天
然
記
念
物

に
指
定
さ
れ
た
が
、
今
回
県
の
天
然
記

念
物
に
指
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
樹
一

齢
四
〇
〇
年
以
上
、
日
通
り
周
囲
五
・

三
ｍ
、
車璽
尚
一
五
ｍ
の
モ
ミ
ジ
と
し
て

は
珍
し
い
大
木
で
、
岐
阜
県
で
も
モ
ミ

ジ
の
天
然
記
念
物
指
定
は
こ
れ
が
初
め

て
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

●
●
●
●
●
０
●
●
●
０
０
●
●
●
●

大
和
村
内
指
定
文
化
財
件
数

露
和
五
四
年
九
月

一
日
現
し

国
指
定
天
然
記
念
物
　
　
　
　
　
一

県
指
定
史
跡
　
　
　
　
　
　
　
　
一

県
指
定
天
然
記
念
物
　
　
　
　
　
一二

県
指
定
重
要
文
化
財
　
　
　
　
一二

県
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
　
一

村
指
定
史
跡
　
　
　
　
　
　
　
　
八

村
指
定
天
然
記
念
物
　
　
　
　
一
一

村
指
定
重
要
文
化
財
　
　
　
　
九

鰯
雲
ゆ
つ
く
り
流
れ
慈
永
の
墓

縦
堀
に
添
い
て
亡
の
風
と
な
る

小
池
八
重
子

石
抱
き
て
領
家
の
墓
の
も
み
じ
か
な

盛
り
あ
が
る
根
の
こ
ぶ
濡
れ
て
い
ぼ
む

し
り

一」一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

次

号

原

稿

募

集

一、　
見
学
記
　
　
　
八
〇
〇
字
程
度

二
、　
見
学
主
材
短
歌
　
　
一二
―
五
首

三
、　
″
　

　

俳
句

　

三
―
五
句

・
保
護
協
会
岐
阜
県
本
部
発
行
の
「

濃
飛
の
文
化
財
」
（
年
二
回
）
と

更
化
財
美
濃
と
飛
騨
」
を
お
届

け
し
ま
す
。

・
本
会
会
報

「文
化
財
や
ま
と
」

（

年
二
回
）
を
お
届
け
し
ま
す
。

・
県
本
部
主
催
の
見
学
会

・
講
演
会

研
究
会
に
参
加
で
き
ま
す
。

・
本
会
主
催
の
文
化
財
の
保
護

・
見

学
そ
の
他
の
研
究
会

。
講
演
会

・

文
化
財
め
ぐ
り
等
に
参
加
で
き
ま

す
。

華
編
集
後

記

≡

▽
紫
苑
や
コ
ス
モ
ス
が
咲
き
み
だ
れ
て

秋
の
深
ま
り
を
感
ず
る
頃
と
な
り
ま
し

た
。
会
員
の
皆
様
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

道
に
ご
精
進
な
さ
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と

と
存
じ
ま
す
。
会
報
も
お
約
束
ど
お
り

第
二
号
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

▽
巻
頭
に
は
日
置
先
生
の
か
許
し
を
得

て
、
今
春
総
会
時
に
お
け
る
先
生
の
ご

講
演
の
要
旨
を
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

▽
見
学
記
や
、
見
学
の
折
々
に
詠
ま
れ

た
短
歌

・
俳
句
な
ど
い
ず
れ
も
当
時
の

思
い
出
を
甦
ら
せ
て
く
れ
ま
す
。
ま
た

都
合
で
参
加
で
き
な
か
っ
た
会
員
の
方

に
も
よ
い
参
考
に
な
る
こ
と
と
思
い
ま

す
。
せ
っ
か
ぐ
寄
せ
て
下
さ
っ
た
原
稿

の
う
ち
、
紙
面
の
都
合
で
そ
の
一
部
分

を
や
む
を
得
ず
カ
ッ
ト
し
た
所
も
あ
り

ま
す
が
何
と
ぞ
ご
了
承
下
さ
い
。

▽

「文
化
の
秋
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に

村
内
各
地
に
お
い
て
色
々
の
文
化
的
行

事
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
有
形

・
無
形

を
と
わ
ず
こ
れ
ら
の
文
化
財
を
後
の
世

に
伝
え
の
こ
す
こ
と
が
、
私
達
が
こ
の

世
に
生
を
う
け
た
一
つ
の
証
し
で
あ
ろ

う
か
と
思
い
ま
す
。
（
畑
中
記
）

文
化
財
保
護
協
会

へ
の

入

会

ご

案

内

幾
と
せ
を
石
抱
き
し
め
て
紅
葉
映
へ
　
　
◇
大
和
村
文
化
財
保
護
協
会
が
発
足
し

幾
世
代
家
宝
と
咲
き
し
つ
ゝ
し
か
な
　
　
　
て
か
ら
三
年
経
ち
ま
し
た
。
会
員
は

有
代
信
濁
子
　
　
す
で
に

一
一
四
名
に
達
し
ま
し
た
。

石
わ
ず
か
見
せ
て
古
墳
の
秋
の
草
　
　
　
　
今
後
さ
ら
に
多
く
の
方
々
に
会
員
と

冷
え
冷
え
と
庫
裡
の
広
さ
や
朴
の
花
　
　
　
な
っ
て
い
た
だ
い
て
、
本
会
の
発
展

を
期
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

下
広
す
ゑ
乃
　
◇
会
員
に
は

原
稿
〆
切
　
　
五
五
年
二
月
二
〇
日
　
０
人
パ員
に
な
る
に
は
、
年
額

一
五
〇
〇

発
刊
予
定
日
　
″
　
　
一二
月
三
一
日
　
　
円
の
会
費
を
そ
え
て
、
事
務
所
（
大

宛
先
　
大
和
村
文
化
財
保
護
協
会
　
　
　
和
村
教
育
委
員
会
）
ま
た
は
地
区
の

事
務
所

（
教
育
奢
員
会
）
　

　

理
事
へ
申
し
込
ん
で
下
さ
い
。

受

化
財
や
ま
と

第
二
号
　
昭
和
五
四
年
九
月
二
〇
日
発
行
　
発
行
者
／
破
阜
県
郡
上
郡
大
和
村
文
化
財
保
護
協
会
　
代
表
者
／
野
田
直
治
　
印
刷
者
／
石
田
百
子

）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

平
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