
と

う

ふ

く

じ

し

ゃ

り

せ

き

と

う

か

わ

べ

み

や

の

ま

え

こ

ふ

ん

ゆ
う
お
ん
し
ょ
う
に
ん
ど
う

え
だ
い
ら
い
せ
き

　
江
平
遺
跡
は
、
阿
武
隈
川

右
岸
に
位
置
し
て
お
り
、
旧

石
器
時
代
か
ら
中
世
ま
で
の

遺
構
や
遺
物
が
多
数
発
見
さ

れ
ま
し
た
。
円
墳
を
中
心
と

し
た
31
基
の
古
墳
の
ほ
か

に
、
古
墳
時
代
お
よ
び
奈
良
・

平
安
時
代
の
住
居
跡
合
わ
せ

て
74
軒
、
奈
良
・
平
安
時
代

の
建
物
跡
98
棟
な
ど
が
み
つ

か
っ
て
い
ま
す
。

　
特
に
、
天
平
十
五
（
７
４

３
）
年
と
墨
書
き
さ
れ
た
木

簡
が
出
土
し
て
お
り
、「
続

日
本
紀
」
の
内
容
を
証
明
す

る
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
木
簡
の
出
土

江
平
遺
跡

時
を
超
え
た
天
平
人
の
記
憶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　－

木
簡－

川
辺
宮
ノ
前
古
墳

　
　
　
　
　
【
県
指
定
史
跡
】

し
た
す
ぐ
近
く
か
ら
は
、
竹
製
の
横
笛
も
み

つ
か
っ
て
お
り
、
年
代
が
明
確
な
も
の
と
し

て
は
、
日
本
最
古
と
思
わ
れ
る
と
て
も
貴
重

な
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
木
簡
に
は
、
聖
武
天
皇
が
最
勝
王
経
の
読

経
を
命
じ
た
こ
と
を
受
け
て
、
江
平
遺
跡
周

辺
に
居
住
し
て
い
た
人
が
最
勝
王
経
と
大
般

若
経
を
た
く
さ
ん
読
経
し
た
と
い
う
内
容
が

記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
古
墳
時
代
後
期
の
古
墳
で
、
墳
丘
は
す
で

に
原
形
を
留
め
て
い
ま
せ
ん
が
、
横
穴
式
石

室
の
一
部
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
石
室
内
部
は
極
め
て
精
巧
な
切
石
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
、
当
時
す
で
に
権
力
者
が
い
た

こ
と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

　
東
福
寺
境
内
（
南
須
釜
字
久
保
宿
）
に
あ

る
舎
利
石
塔
。
元
久
二
年
（
１
２
０
５
年
）

乙
丑
・
当
地
の
開
山
和
尚
の
舎
利
が
安
置
さ

れ
て
お
り
、
鎌
倉
時
代
の
弥
勒
浄
土
往
生
の

思
想
を
表
現
し
た
も
の
で
す
。

　
１
５
７
５
年
創
立
の
宥
音
聖
人
堂
は
、
通

称「
山
小
屋
の
聖
人
様
」と
い
わ
れ
、
言
い
伝

え
で
は「
宥
音
」と
い
う
名
僧
が
、
山
頂
に
穴

を
掘
り
、干
し
柿
一
連
を
持
っ
て
、穴
に
入
り

「
無
病
息
災
、安
産
」を
祈
願
し
、鐘
を
鳴
ら
し

読
経
を
続
け
る
こ
と
１
０
０
日
、
仏
様
に

な
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。

　
安
産
の
守
護
神
と
し
て
近
郷
近
在
か
ら
多

く
の
信
者
が
参
拝
に
訪
れ
ま
す
。

　
４
月
の
第
２
日
曜
日
が
祭
礼
日
と
な
っ
て

い
ま
す
。

東
福
寺
舎
利
石
塔

　
　
　
　
　
【
国
史
跡
指
定
】

宥
音
聖
人
堂
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か

わ

べ

は

ち

ま

ん

じ

ん

じ

ゃ

ほ

ん

で

ん

せ

き

ぞ

う

ご

り

ん

と

う

お
お
て
ら
じ
ょ
う
あ
と

　
大
寺
城
は
、
中
世
石
川
氏
の
拠
点
的
城
郭

と
し
て
石
川
有
光
が
承
保
元
年
（
１
０
７
４

年
）
に
築
城
し
た
と
伝
わ
る
城
跡
で
す
。築
城

時
は
土
地
の
名
前
と
有
光
の
前
居
城
名
を

と
っ
て
藤
田
鴨
城
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

文
安
３
年（
１
４
４
６
年
）光
義
が
城
主
の
と

き
、
石
川
町
中
野
か
ら
東
福
寺
を
移
し
た
の

に
ち
な
ん
で
大
寺
城
と
改
め
ら
れ
、
大
寺
氏

を
名
乗
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
天
正
17
年（
１
５
８
９
年
）伊
達
政
宗
軍
来

攻
の
際
に
は
所
領
争
い
の
確
執
な
ど
か
ら
、

須
賀
川
の
二
階
堂
氏
と
組
ん
で
伊
達
氏
と
結

ん
だ
石
川
氏
に
対
抗
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
二
階
堂
氏
と
共
に
破
れ
石
川
昭
光

の
軍
門
に
下
っ
た
た
め
、
戦
国
時
代
終
末
期

ま
で
使
用
さ
れ
た
大
寺
城
も
没
収
さ
れ
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
江
戸
時
代
初
期
の
建
造
物
で
、
平
成
５
年

〜
７
年
に
わ
た
り
、
県
重
要
文
化
財
と
し
て

修
復
工
事
が
行
わ
れ
た
本
殿
は
、
永
く
こ
の

地
を
治
め
て
い
た
石
川
氏
の
氏
神
と
し
て
、

広
く
信
仰
を
集
め
崇
め
ら
れ
て
き
た
由
緒
あ

る
古
社
で
す
。

　
現
在
は
、
保
存
の
た
め
に
瑞
垣
で
囲
ま
れ

て
い
ま
す
が
、
屋
根
を
支
え
る
端
正
で
見
事

な
桁
の
彫
刻
な
ど
は
、
見
る
も
の
を
圧
巻
す

る
美
し
さ
で
す
。
主
材
に
頑
丈
な
栗
の
木
を

使
い
、
建
築
様
式
は
太
い
木
割
り
を
用
い
た

豪
壮
な
江
戸
初
期
の
造
り
で
、
寛
文
・
享
保

な
ど
の
改
造
を
経
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
こ

と
が
現
存
す
る
６
枚
の
棟
札
か
ら
伺
え
、「
奉

棟
札
正
八
幡
宮
武
運
長
久
祈
慶
長
四
巳
亥
十

月
」
の
棟
札
写
し
か
ら
み
て
、
慶
長
年
間
の

建
立
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
内
陣
天
井
裏
に
南
北
朝
期
の
貴
重

な
古
文
書
が
秘
蔵
さ
れ
て
い
た
り
、
源
頼
朝

の
大
蛇
退
治

を
加
護
し
た

伝
説
な
ど
、

歴
史
浪
漫
を

感
じ
さ
せ
る

話
が
残
っ
て

い
ま
す
。

　
昭
和
13
年
に
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ

た
五
輪
塔
は
、
藤
原
時
代
末
に
領
主
源
基
光
の

墓
と
し
て
建
立
さ
れ
た
石
塔
婆
で
、
日
本
の
石

造
工
芸
史
上
、
ま
た
仏
教
美
術
史
上
で
も
非
常

に
評
価
の
高
い
貴
重
な
財
産
と
し
て
巌
峯
寺
参

道
の
覆
堂
に
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

石
造
五
輪
塔

　
　
【
国
重
要
文
化
財
指
定
】

大
寺
城
跡

川
辺
八
幡
神
社
本
殿
【
県
重
要
文
化
財
指
定
】
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東福寺境内へ東福寺境内へ

み な み す が ま の ね ん ぶ つ お ど り

　
本
村
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
す
る
南
須
釜
地
区
。こ
の
山
あ
い

の
地
域
に
江
戸
時
代
か
ら
続
く
民
俗
芸
能
が
あ
り
ま
す
。春
と

夏
の
年
２
回
、
東
福
寺
境
内
で
行
わ
れ
る
「
南
須
釜
の
念
仏
踊

り
」で
す
。

　
地
区
の
伝
承
に
よ
る
と
、
江
戸
初
期
の
慶
安
年
間
（
１
６
４
８
〜
１

６
５
１
）、
16
歳
以
下
の
男
女
が
新
盆
の
家
々
を
ま
わ
り
、
仏
を
供
養
す

る
た
め
に
踊
っ
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
慶
安
年
間
と
い
え
ば
徳
川
家
光
が
将
軍
だ
っ
た
時
代
。そ
の
頃
か
ら

代
々
、
受
け
継
が
れ
て
き
た
の
か
と
思
う
と
感
慨
深
い
も
の
が
あ
り
ま

す
が
、
そ
の
間
、
変
遷
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。明
治
の
後

半
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
一
時
、
途
絶
え
た
時
期
が
あ
っ
た
の
で

す
。

　
そ
れ
を
昭
和
27
年（
１
９
５
２
）に
復
活
さ
せ
た
の
が
明
治
14
年（
１

８
８
１
）
に
生
ま
れ
、
12
歳
の
と
き
か
ら
踊
り
に
参
加
し
て
い
た
大
野

ケ
サ
さ
ん（
故
人
）で
す
。

　
現
在
の
踊
り
は
ケ
サ
さ
ん
の
記
憶
を
基
に
再
現
さ
れ
た
も
の
で
、
そ

の
後
「
南
須
釜
念
仏
踊
り
保
存
会
」
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
、
昭
和
50
年

（
１
９
７
５
）
に
は
県
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
、
昭
和
53
年
（
１
９

７
８
）に
は
文
化
庁
の
民
俗
文
化
財
に
、
平
成
19
年（
２
０
０
７
）に
は

福
島
遺
産
百
選
に
認
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
か
ら

　
受
け
継
が
れ
て
き
た

　
　
　
　
　
　
伝
統
の
舞
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踊りを奉納する少女たち踊りを奉納する少女たち

奉納する少女たちと来場者奉納する少女たちと来場者

ふ
る
さ
と
の

　
財
産
と
し
て

　
　
未
来
へ
つ
な
げ
た
い

　
念
仏
踊
り
が
行
わ
れ
る
の
は
、
毎
年
４
月
３
日
〈
春
の

大
寺
薬
師
祭
〉
と
８
月
14
日
〈
お
盆
〉
の
午
前
中
。東
福
寺

の
境
内
に
お
い
て
、
村
内
の
12
歳
ま
で
の
少
女
た
ち
に

よ
っ
て
奉
納
さ
れ
ま
す
。

　
現
在
、
保
存
会
に
伝
わ
る
曲
目
は
「
小
夜
の
中
山
」

か
ら
「
下
妻
」
ま
で
全
９
曲
。
華
や
か
な
衣
装
を
身
に

ま
と
っ
た
少
女
た
ち
が
、
保
存
会
の
方
々
が
奏
で
る
笛

や
鉦
、
歌
に
合
わ
せ
て
「
立
ち
踊
り
」
と
「
座
踊
り
」

を
披
露
し
ま
す
。

　
全
曲
、
踊
り
終
わ
る
の
に
約
25
分
。
全
員
が
揃
っ
て

踊
る
に
は
日
々
の
練
習
が
欠
か
せ
ず
、
保
存
会
で
は
月

に
１
回
、
地
区
の
集
会
所
を
利
用
し
て
合
同
練
習
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　
踊
り
を
指
導
す
る
の
は
か
つ
て
の
経
験
者
や
地
域
の

人
た
ち
。
ま
だ
あ
ど
け
な
さ
が
残
る
子
ど
も
た
ち
に
全

９
曲
の
振
り
付
け
を
手
取
り
足
取
り
教
え
、
一
人
前
の

踊
り
子
と
し
て
育
て
て
い
き
ま
す
。

　
そ
し
て
や
っ
と
う
ま
く
踊
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
、

そ
の
子
た
ち
は
卒
業
の
時
期
を
迎
え
、
ま
た
新
し
い
子

ど
も
た
ち
に
受
け
継
が
れ
、
こ
の
世
代
交
代
を
繰
り
返

し
な
が
ら
、
念
仏
踊
り
は
代
々
、
ふ
る
さ
と
の
財
産
と

し
て
踊
り
継
が
れ
て
い
き
ま
す
。

か
ね
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