
描
か
れ
た
水

口
祭
り

●

焼
米
掲
き

畠

山

豊

は
じ
め
に

描かれた水口祭 り・焼米掲き

こ

こ

一
〇
年
程

の
間

に
勤
務

先

の
博
物
館

で
四
季
耕

作
図

を
取

り
上
げ

た
展

示
を

三
度

ほ
ど
手

懸

け
た

の
で
、

「
は
じ

め

に
」

と
し

て
、

そ

の
折

り

の
こ
と
な

ど
か
ら
述

べ
て
み
た

い
。

ハ
ヱ

　

最
初

に
手
懸
け
た
の
は

「
多
摩

の
民
具
ー
1
江
戸
時
代
の
農
具
」
展

(
一
九
九

一
年
)
で
、

こ
の
時
に
は
東
京
多
摩
地
域

に
残

る
近
世

の
紀
年
銘
農
具
、
唐
箕

・
万
石

・
唐
臼

・
千
歯
扱
き
等
を
紹
介
し
、
あ
わ
せ
て
関
連
資
料
と
し
て
佐
川
和
裕
氏

の
報
告

に
あ
る
神
奈
川
県

中
郡
大
磯
町
黒
岩
の
守
屋
家
掛
幅
を
展
示
し
た
。
本
展

の
展
示
意
図
は
、
当
時
盛
ん
だ

っ
た
紀
年
銘
民
具
研
究
に
沿

い
史
料

と
し
て
の
位

置
付

け
を
目
指
し
た
も
の
で
、
守
屋
家
掛
幅

に

つ
い
て
は
安
政
六
年

(
一
八
五
九
)
銘

の
あ
る
こ
と

に
加
え
、
描

か
れ
た
内
容

の
在
地

性

.
蓋
然
性
の
検
討
を
目
的
と
し
た
。
後
者

に

つ
い
て
は
小
川
直
之
氏

に
そ

の
検
討
を
依
頼
し
、
同
氏
は
神
奈
川
県
下
の
豊
富
な
民
俗
調

ヘ
ワ
こ

査
経
験

に
基
づ
き
検
討
を
試
み
、
加
え
て
渡
部
武
氏

の
本
邦
四
季
耕
作
図
研
究

の
成
果
か
ら
、
本
図
も

「
中
国
に
端
を
発
す
る
耕
織
図

に

ヘ
ヨ

レ

系
譜

す
る
農
耕
図
を
ア
レ
ン
ジ
…
…
」
し
た
も

の
だ
ろ
う
と
推
定
し
て
い
る
。
な
お
筆
者
は
、
本
展
開
催
前

に
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館

の
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岩
井
宏
實
氏
が
主
催
し
た

「
絵
馬

に
み
る
日
本
常
民
生
活
史

の
研
究
」

(
一
九

八
四
年
)

に
参
加

す
る
機
会
を
得
、
当
時
埼
玉
県
下

の
絵

馬
研
究
を
精
力
的
に
進

め
て
い
た
大
久
根
茂
氏

の
発
言

に
、
生
業
図
絵
馬

の
中

に
粉
本

に
よ
る
も
の
の
あ
る
こ
と
、
の
指
摘
を
印
象
深
く

記
憶
し
て
い
る
。

ロ
ヰ

ゆ

二
度
目
に
手
懸
け
た
展
示
は

「
農
耕
図
と
農
耕
具
」
展

(
一
九
九
三
年
)
で
、
当
時
、
農
具
研
究

に
絵
画
資
料
を
援
用
し
成
果
を
上
げ

て
い
た
河
野
通
明
氏

に
多
大
な
助
言
を
受
け
た
。
本
展

で
は
、
農
業

・
農
具
研
究

へ
の
絵
画
資
料

の
援
用

の
有
効
性
を
窺
う
も
の
と
、
有

銘
農
具
等

の
代
表
的
資
料

の
紹
介
を
眼
目
と
し
た
。
こ
の
展
示
は
今
考
え
る
と
、
当
時
私
ど
も
の
館
が
よ
り
広

い
範
囲
か
ら
の
資
料
収
集

が
可
能
だ

っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
な
り

の
こ
と
は
で
き
た
も

の
と
思

っ
て
い
る
が
、
問
題
が
や
や
拡
散
し
過
ぎ
た
き
ら

い
が
な
く
も
な

い
。

次

の
よ
う
な
資
料
を
展
示
し
た
。
歴
史
研
究

に
お
け
る
農
業
図

の
代
表
と
し
て
知
ら
れ
て

い
た
既
知

の

「
た
は
ら
か
さ
ね
耕
作
絵
巻
」
三

本
す

べ
て
、
中
国
の
耕
織
図
と
し
て
の

「
康
煕
帝
御
製
耕
織
図
」
、
中
国

に
端
を
発
す
る
我
が
国
四
季
耕
作
図
中

の
も

の
と
し
て
の
狩
野

永
翁
筆

「
四
季
耕
作
図
屏
風
」
及
び
既
白
筆

「
蚕
織
耕
絵
巻
」
、
本
邦
農
作
業

図

の
最
古

の
も
の
と
思
わ
れ

る

「堀
家
本

四
季
農

耕
絵

巻
」
、
在
地
性
を
窺
え
る
も

の
と
し
て
の
渡
辺
始
興
筆

「
四
季
耕
作
図
屏
風
」
及
び
千
輝
玉
斎
筆

「豊
年
満
作
図
襖
絵
」
、
絵
馬

.
浮
世
絵

等

に
絵
手
本
と
し
て
多
用
さ
れ
た

『絵
本
通
宝
志
』
、
近
世
勧
農
書
と
し
て
の

『成
形
図
説
』
、
明
治
農
具
図
と
し
て

「岐
阜
県
農
具
図
」

及
び

「東
京
府
下
六
郡
農
具
図
」
等

々
に
加

え
、
有
銘
唐
箕
と
し
て
最
古

の
明
和

四
年

(
一
七
六
七
)
銘
京
都
府
船
井
郡

八
木
町
旧
在
唐

箕
、
天
和

二
年

(
一
六
八
二
)
等

の
銘
が
あ
る
大
阪
市
平
野
区
杭
全
神
社
蔵

の
御
田
植
神
事
に
使
わ
れ
る
模
製
農
具

(黎

.
鍬
等
)
等
々
、

ま
た
栃
木
県
宇
都
宮
市
瓦
谷
町
上
蔵
祭
礼

の
屋
台
欄
間

に
彫
刻
し
た
四
季
耕
作
図
他

で
あ
る
。
な
お
本
展
を
前

に
私
ど
も
と
同
じ
管
内

に

　
ニ

　

あ
る
町
田
市
立
国
際
版
画
美
術
館

に
お

い
て

「近
世
日
本
絵
画
と
画
譜

・
絵
手
本
展
」

(
一
九
九
〇
年
)
が
あ
り
、
耕
織
図
も
多
数
紹
介

さ
れ
美
術

の
方

か
ら
高

い
評
価
を
受
け
、
担
当
学
芸
員

の
誘

い
も
あ
り
筆
者
も
オ
ー
プ

ン
前
に
少
し
細

か
く
見
る
機
会
が
あ

っ
た
が
、
私

自
身

の
意
識
が
低

か

っ
た
せ
い
か
、
日
本

の
農
具

・
民
具
研
究

に
は
直
接
的

に
は
結
び

つ
か
な

い
よ
う
に
思

っ
た
。

ハ
　

ね

三
度
目

の
展
示

は
二
〇
〇
〇
年
新
春
の

「
民
具
と
生
活

小
特
集

・
四
季
耕
作
図
」
展
で
、
こ
の
展
示
で
は

「農
耕
図
と
農
耕
具
」
展
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以
降

に
館
蔵
資
料
と
す
る
こ
と
が
で
き
た

「
た
は
ら

か
さ
ね
耕
作
絵
巻
」

の

一
本

及
び

「康
煕
帝
御
製
耕
織
図
」

に
加
え
、
「農
耕
図
と

農
耕
具
」
展
開
催
中

に
新
た
に
所
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
神
奈
川
県
横
須
賀
市
追
浜

「
平
田
家
蔵

四
季
耕
作
図
屏
風
」

(六
曲

一
双
)

を
紹
介
し
た
。
本
展

で
は
河
野
通
明
氏

に
よ
り

「
た
は
ら
か
さ
ね
耕
作
絵
巻
」
既
知
三
本
が
各
種
四
季
耕
作
図

の
中

で
も
特

に
為
政
者

の

子
女

に
国

の
基
と
な
る
農
業

に
つ
い
て
教
え
る
鑑
戒
画

で
あ
る
こ
と
の
位
置
付
け
が

襲

、
ま
た
渡
部
武
氏

に
よ
り

「康
煕
帝
御
製
耕
織

ハ
　

ね

図
」

の
各
種
異
本
と
国
内

で
の
開
板
版

に

つ
い
て
紹
介
が
な
さ
れ
た
。
「
平
田
家

蔵
四
季
耕
作
図
屏
風
」

に
つ
い
て
は
、
展
示
前

の
河
野

　
　
　

通
明
氏
と
筆
者

の
調
査
に
よ
り
強

い
在
地
性
を
窺
う

こ
と
が
で
き
、
そ
の
詳
細

に

つ
い
て
は
河
野
氏
に
論
考
が
あ
る
。
ち
な
み
に
本
屏
風

中

の
在
地
性
を
窺
う
も
の
の

一
つ
と
し

て
、
先
述
守
屋
家
掛
幅
中

に
も
見
え
る
籾
均
し
と
思

わ
れ
る
苗
代
近
く
で
長
柄

の
箒
を
持

つ
農
夫

ハ
い
ね

の
場
面
が
あ
り
、
そ

の
解
析

に
つ
い
て
は
佐
川
和
裕
氏

の
報
告
の
通
り
で
あ
り
す
で
に
論
考
も
あ
る
。

以
上
三
度

の
展
示
で
有
銘
資
料

の
史
料
と
し
て
の
位
置
付

け
や
絵
画
資
料

の
援
用

に
つ
い
て
様
々
な
試

み
を
し
て
き
た
が
、
後
者

に
つ

い
て
筆
者
が
こ
こ
し
ば
ら
く
特

に
注
意
を
は
ら

っ
て
い
る
の
は
、
何
が
描
か
れ
て
い
る
か
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
在
地
性
を
窺
え

る
も

の
が
な

い
か
、
そ
し

て
中
で
も
信
仰
儀
礼

の
描
写

に
注
目
し
て
い
る
。
例
え
ば

「農
耕
図
と
農
耕
具
」
展
で
紹
介
し
た
渡
辺
始
興
筆

「
四
季
耕
作
図
屏
風
」
左
隻
三
扇
下
部

の
苗
代
図
中
に
は
、
水

口
祭
り

に
際
す
る
お
札
を
挟
ん
だ
幣
串
が
見

え
る
。
ま
た
、

こ
こ
三
年

ほ

ど
東
京

.
埼
玉

.
神
奈
川

の
学
芸
員
仲
間
や
河
野
通
明
氏
、
渡
部
武
氏
と
続
け
て
い
る

「絵
画
資
料
を
読

む
会
」
で
精
査
す
る
こ
と
が
で

ロ
ロ
　

き
た
、
横
浜
市
歴
史
博
物
館
蔵

の

「
四
季
農
耕
図
巻

(青
亀
斎
模
写
)
」
冒
頭

に
は
焼
米
掲

き
図
が
描

か
れ

て
い
る
。
こ
の
図

に

つ
い
て

は
当
初
、
な
ぜ
冒
頭

に
臼
掲

き
場
面
が
あ
る
の
か
分

か
ら
な
か

っ
た

の
だ
が
、
後
日
、
河
野
氏

か
ら
焼
米
掲

き
で
は
な
い
か
と
い
う
示
唆

を
受

け
た
も
の
で
あ
る
。
焼
米
は
水

口
祭

り
に
供
え
る
幣
串

の
札
内

に
納

め
る
も

の
で
、
余

っ
た
種
籾
を
焼
き
臼
で
掲

い
て
籾
殻
を
外
し

作

る
。
大
分
前
置
き
が
長
く
な

っ
た
が
、
以
上
が
本
日
の
私

の
小
報
告

の
発
端

で
、
以
下
描

か
れ
た
水

口
祭
り
と
焼
米
掲
き
に

つ
い
て
述

べ
て
み
た

い
。
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一

水

口
祭
り

158

稲
作
研
究
は
、
日
本
の
民
俗
学

に
大
き
な
足
跡
を
残

し
た
柳
田
国
男
氏
が
深
く
関
心
を
も

っ
た
領
域

で
、
田
の
神

の
去
来
や
田
の
神

の

ハ
ロ
　

穀

霊

と
祖
霊

と

し

て
の
性
格

な
ど
が
検

討

さ
れ
、
氏

は
晩

年

に

『海

上

の
道

』

と
し

て
日
本
人

の
稲

作
生

活

と
そ

の
由

来
を

ま
と

め

て

い

る
。

ま
た
稲

作
儀

礼

に

つ
い
て

は
、

氏

の
門

下
生

に
よ

る
研
究

成
果

も
少

な

く
な
く
、

そ

の
集

大
成

と
し

て
は
倉

田

一
郎
氏

の

『農

と
民

俗
響

睾

山
繁

郎
氏
の

雇

耕
儀
礼

(稲
作
工
程
歳
時
魎
)L・
伊
馨

治
氏
の

『稲
作
儀
礼
の
研
究
ー

日
琉
同
祖
論
の
霧

護
』

な
ど
が
知

ら

れ
、
伊
藤

氏

の
著
作

は
刊
行

さ
れ

て
か
ら

す
で

に
三
〇
年
近

く

な

る
が
、

お

お
む
ね
そ

の
頃

か
ら
坪
井
洋

文
氏

に
代
表

さ
れ

る
我

が
国

に
お
け

る
非
稲
作

文

化

の
検

討
が
始

ま

っ
た

こ
と

は
周
知

の
と

お
り

で
あ

る
。

こ

こ
で
は
主

に
伊
藤
氏

に
よ

っ
て
、

稲
作
儀

礼

と
水

口
祭

り

に

つ
い
て
見

て
み
た

い
。
日
本

の
稲

作
儀
礼

の
構
成

は
、

大

き
く
五

つ
の

要
素

に
分

け

ら
れ

て

い
る
。

す
な

わ
ち
、
①

予
祝
儀

礼

、
②
播

種
儀

礼
、
③

田
植

儀
礼

、
④

生

育
儀

礼
、
⑤

収
穫
儀

礼

、

で
あ

る
。
水

口

祭

り

は
、

こ

の
う

ち

の
②

の
播

種
儀

礼

に
位

置

す

る
。

ま
ず

水

口
祭

り

の
事
例

を
、
手

元

の
資
料

か
ら
あ
ら

か
じ
め
数
例

ほ
ど
挙
げ

て
お

こ
う
。

宮

崎

県

播
種
儀

礼

苗
代

に
籾
種

を
播

く

こ
と
は
稲

の

一
生

の
は
じ
ま

り

で
あ

る
だ

け

に
、

そ
れ
を
祝

う
儀

礼
が

い
ろ

い
ろ

み
ら

れ

る
。

種
播

き

の
日

に
は
タ
ネ

マ
キ
ダ

ゴ

と

い
う
白

い
米

の
団

子
を
作

っ
て
苗

代

の
水

口
に
近

い
畦

の
上

に
供

え
、
家

の
人

も

食

べ
、
近

隣

に
も
配

る
。

こ
れ

は
県
南

の
諸

県

地
方

か
ら
宮

崎

市

の
周

辺

に
か
け

て
広

く

み
ら

れ
た
。

こ
れ

を

マ

ッ
キ

ャ
ゲ

ダ

ゴ

(播

き
上
げ

団

子
)
・
ナ

ワ

シ

ロ
ダ

ゴ
と

も

い

っ
て
フ
キ

の
広

い
葉

に

の
せ

て
畦

に
供

え

て
種

を
播

く
人

が
拝

む
。
宮

崎

市

の
生

目

.

大

塚

町
原
な

ど

で
は

こ
の
タ
ネ

マ
キ
ダ

ゴ

の
そ
ば

に
、

そ

の
年

の
小
正

月

に
田

の
神

に
供

え

る
小

豆
粥

に
添
え

た

田

の
神
箸

(柳

の

ハゆ

　

 枝

で
作

る
)

を

と

っ
て
お

い
て
、

そ

の
柳

の
ケ
ズ

リ

カ
ケ

の
箸

を

田

に
立

て

て
拝

ん
だ
。

〈
後
略

〉
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愛
媛

県

水

口
祭

苗

代

ご
し

ら
え

が

で
き
る

と
、
水

口
の
所

に
土
壇

を
設

け

た
り
、
巻
藁

を
作

っ
て
置

い
た
り

し
て
祭
場

を

設

け
、

そ

こ

に
植
物

の
枝

を
立

て
た

り
、

野
草
を
根

こ
じ

に
し

た
も

の
を
置

い
た

り
、

ま
た
神
札

を
竹

に
挟

ん

で
立

て
る
な

ど

し
、

米

.
干
柿

.
た

つ
く
り

.
神

酒

な
ど
を
供

え

て
豊
作

を
祈

る

こ
と
を
す

る
。

い
わ

ゆ

る
サ

ン
バ
イ
サ

ン
と
呼

ぶ
田

の
神

を
勧
請

し

て

祀

る

の
で
あ

る
が
、

こ
れ
を

ミ
ト

マ
ッ
リ

こ
・＼
ナ

ク
チ

マ
ツ
リ

な
ど

と
呼

ん

で

い
る
。

〈
中
略

〉
事

例

13

越

智

郡
菊

間

町

で

は
、

水

口
に
の
ぶ
ど
う

の
蔓

を
輪

に
し

て
置

く

。
そ

の
輪

の
中

に
実

の
よ
く

つ
い
た

シ
シ

ャ
ブ

の
枝

を
立

て
る
。
焼
米

を
供

え
豊

作

を
祈

る
。
苗

代
後

は
部
落

中

が
神
社

で
オ

コ
モ
リ
を
す

る

の
を

モ
ミ

マ
キ
祝

い
と

い
う
。

同
郡

大

西

町
も

同
様

の
風

で
あ

る
。

「鳥

の
お

札

」

と
呼

ぶ
牛

王
神

札

に
焼
米

を
包

ん

で
、
竹

に
挟

み
立

て
て

い
る
。

こ
の
水

口
祭

を

タ
ナ
ダ

テ

と
呼

ん

で
お
り
、
焼

米

を
作

る

こ

　
リ

リ

と
を

オ
タ
ナ
ダ

テ
ゴ

シ
ラ

エ
と

い

っ
た

り
も

す
る
。

京
都

府

.
南
山

城

水

口
祭

り

4
月
末
～

5
月
初

苗

代

に
種

つ
け

し
た
籾

を
播

い
た

日

に
、
水

を
取

り
入

れ
る
水

口
に
花

や
ゴ

ー

サ

ン

(牛

玉
)

を
ま

つ
り
、
焼

米
等

を
供

え

て
籾

の
発

芽

と
成

育

を
祈

っ
た
。

水

口

に
た

て
る
花

は
ツ

ツ
ジ
が

一
般
的

で
あ

る
。
〈
中

略
〉

ま

た
、
水

口
に
供

え

ら
れ

た
焼

米
等

を

子
供

が

タ

バ

ッ
テ

(も

ら

っ
て
)
歩

い
た

こ
と

は
、

今

は
行

な

わ
れ

な

い
が

伝

承
と

し

て
は

の
こ

っ
て

い
る
。

山
城

町
綺

田

で
は
、
湧
出

宮

の
御

田
植

で
授

け
ら
れ

て
き

た
オ

カ
ギ

と
菜

の
花

を
た

て
、

フ
キ

の

葉

に
ヤ

リ
ゴ

メ

(玄

米
を

い

っ
た

も

の
)

を

の
せ

て
供

え

た
。

こ

の
日

子
供
達

は
農

家
を

ま
わ

り
、

ヤ
リ

ゴ

メ
く

れ

へ
ん

か

っ
た
ら

ド

ン
ガ

メ

(石
)

田
ん
な

か

に

い
れ
る

ド

と
は
や

し
、

ヤ
リ

ゴ

メ
を

も

ら

い
歩

く

の
が
た

の
し

み
だ

っ
た
と

い
麺

。

静
岡

県

(伊
豆

)

苗

作

り

〈
前

略

〉
播
種

の
作
業

が
終

る
と
小
正
月

の
成

り
木

責

め

に
用

い
た
ダ

イ

ノ

コ
ン
ゴ

ー
を

二
本

ミ

ノ
グ

チ

に
立

て

る
。

そ

の
ダ

イ
ノ

コ
ン
ゴ

ー

の
頭

に
十
字

形

の
割

れ
目
を
入

れ

て
あ

る
。

こ
れ

に
相
模

大

山

の
阿
夫

利
神

社

か
ら

い

た
だ

い
た
カ

ラ

ス

マ
ブ
リ

(鳥

守

り
)

の
護
符

ま

た
は
伊
勢

皇
大

神
宮

の
お
札

を

は

さ
む
。

そ
れ

か
ら
種
籾

の
余

り
を
も

っ
て
製

し

た

ヤ

コ
メ

(焼
米

)

を
、

ト
リ

ノ
ク
チ

と
称

し
て
供

え

る
。
中

伊

豆
町
白

岩

で

は
、

ミ
ノ
グ

チ

に
ツ
ツ
ジ

の
花

枝
を

差
し
立

て
る
。

〈
後
睡

〉
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群

馬
県

水

口
祭

り

苗
代

の
水

口
に
小

正
月

の
粥

か
き
棒

、

は
ら

み
箸

そ

の
他

を
供

え

て
、
豊

作
を
祈

っ
た
。
陸

苗
代

の
場

合

も
同
様

で
あ

る
。

粥

か
き
棒
、

は
ら

み
箸

に

つ
い
て
は
、
年
中

行
事

の
項

に
詳

し

い
。

そ

の
他
、

焼
米

(利

根

郡
水

上
町
小
仁

田
、

吾

妻
郡
嬬

恋

村

三
原

、
群
馬

郡
蔵

渕
村

水
沼

)
、
〈
中

略
〉

吾
妻

・
群

馬

・
碓

氷

郡

.
　口同
崎

市

な
ど
碓

氷
峠
熊

野
神

社

の
信
仰
圏

内

で

は
そ

の
御
師

の
配

る
鳥
牛

王
札

な

ど
を
供

え
た
。

焼
米

を
新
治

郡
須

川

で
は

カ
ラ

ス
の
焼
米

と

い

い
、
水

上
町
須

田
貝

で
は

こ
の
行

　
　

ノ

為
を
鳥

の
口
を
焼

く

と

い
い
、

子
供

に
焼

米
を
与

え

「
鳥

を
追

っ
て
く

れ
」

と
頼

ん
だ
。

〈
後
略

〉

岩

手
県

水

口
ま

つ
り

種
蒔

き
が
卒

わ

る
と
、

そ

の
余

っ
た
稲
穂

を

臼

で

つ
い
て
籾

殻

を
取

り
去

り
、

セ

ン
バ

ン

(鉄
製

の

妙

器
)

又

は
鍋

で
妙

っ
て
所

謂
、

妙
米

を
作

る
。

こ
の
妙

米

を
約

二
十

粒
宛

、

三
寸

四
方
位

の
半

紙

に
粉
薬

を
包

む

よ
う

に
折

っ
て

包

ん

だ
も

の
を
、
萱

の
二
尺
位

の
長

さ

の
も

の
に
挟

み
、
水

口

の
と

こ
ろ

の
真
中

に
こ
れ

を
さ
し
、

そ

の
両

側

に
萱

だ

け

の
も

の
を

数
本

、
適
当

な
間

隔

に
さ
し
、

そ

の
根

本

に
杉

の
葉
を

そ
え

る
。

そ
し

て

「
鳥

が
苗
代

に
入
ら
な

い
よ
う

に
守

っ
て
下

さ
れ
」

と

い

い
な
が

ら
、
別

に
用
意

し

て
き
た

妙
米
を

粒

で
そ

の
附

近

に
ま

い
て
、
苗

の
成

長

と
と
も

に
鳥

の
害

か
ら
守

っ
て
下

さ

る
よ
う
手

を

合

わ
し

て
拝

む
。

こ
れ

を

「水

口
ま

つ
り
」

と

い
う

。

「水

口
」

又

は

「
と

り

の

口
」

と
も

い

い
、

こ

の
祭

り

を

「
と
り

の

口
ま

つ

へ
　

　

り
」

と
も
呼

ん

で

い
る
。

〈後

略

V

伊

藤
幹
治

氏

は
前

掲
書

で
、
播

種
儀

礼

の
構
成

要
素

の
分

布

図

を
示

し
、

「儀

礼

内
容

は
、
地

域
ご

と

に
若
干

の
変

差

を
示

し

て
は

い

る
が
、

日
本

列
島

に
ほ
ぼ
等

質
的

に
分
布

し

て

い
る
」

と
し
、

そ

の
基
本

型

に

つ
い
て
次

の
よ
う

に
述

べ
て

い
る
。

[基

本
型

]

籾
蒔

き

の
と
き
、
苗
代

田

の

一
部

(水

口

・
中
央

・
畦

)

に
、
自

然
木

(苫日一
.
柳

.
栗

.
楢

.
卯
木

.
竹

.
榊

.
松

.

樫

・
椎

)

の
枝

、

ま
た

は
、

こ
れ

と
並
行

・
独

立

し

て
、

季
節

の
花

(桜

・
山
吹

.
ツ
ツ
ジ

.
椿

)

な
ど
を
挿

し
、

こ
れ

に
焼

米

.

洗
米

を
供

え

て
祀

る
。

そ
し

て
伊
藤
氏

は
、

こ
の
基
本
型

に
検
討

を
加

え
、

「
播
種

儀
礼

を

特
徴

づ

け

る
構

成
要

素

と

し

て
、
次

の
諸
点

を
摘

出

す

る

こ
と
が

で
き

よ
う
」

と
す

る
。
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描かれた水口祭 り・焼米掲き

(1
)
農

耕
神

11
田
の
神

の
依

り
代

と

し
て

の
自

然

木

の
枝

、

(2
)

田

の
神

の
依

り
代

も

し

く

は
供

え
物

と
し

て

の
焼
米

、

(3
)

正
月

行
事

と

の
関

連
、

(
4
)
年

占
的
性

格

(豊

凶
占

い
)
、

(5
)

子
供
組

に
よ

る
焼
米

も

ら

い
の
慣

行
、

(6
)
禁

忌

な

お
伊
藤

氏

が
摘
出

し
た
諸
点

の
う

ち

の

(1
)

(4
)

で
は
、
氏

は
依

り
代

と

し

て

の
自

然
木

が
鳥
獣

駆

除

と
し

て
使

わ
れ

る

こ
と

や
、
供

物

の
焼
米

を
鳥

に
啄

ま
せ

る
こ
と

に
も
触

れ
、
後
者

に

つ
い
て
は

そ

の
予
祝

性

に
注
目

し

て

い
る
。

以
上

は
、
先

に
示
し

た
水

口

祭

り

の
事
例

に
照

ら
し

て
も
、
意

が
尽

く
さ

れ
た
も

の
と
思

う
。

な

お
、

こ
れ

に
若

干
を
付

け
加

え

る
な
ら
ば

、
小
川
直

之
氏

の
摘

み
田

稲
作

に
も
水

口
祭

り
が
あ

る
と

い
う
指
摘

に
注
意

し

て
よ

い
だ

ろ
う
。

と
こ
ろ
で
筆
者

は
か

つ
て
勤
務
先

の
博
物
館
で

「護
符

・
祈
り
の
版
画
-

神
札
と
寺
札
」

(
一
九
八

一
鯉
)
と
題
し
展
示
を
行
な

い
・

各
種

お
札

の
中
で
も
所
謂
牛
玉
札

が
全
国
的

に
分
布
す
る
な
ど
特
異
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
気
付
き
、
そ
の
後

さ
ら
に

「
牛
玉
寳

印

祈
り
と
誓

い
の
呪
符
」

二

九
九

葡

)
と
題
し
展

不
を
行
な

っ
た

こ
と
が
あ
る
・
牛
玉
札

は
悔
化
会
や
オ

コ
ナ
イ
な
ど
舞

の
祭

り

で
版
行

(書

の
牛

玉
と

い
い
手
書

き

の
も

の
も
あ

る
)

さ
れ

る
も

の
で
、

一
般

に
起

請
文

の
料
紙

と
し

て
使

わ
れ

る

こ
と

で
知

ら
れ

る

が
、

一
方

で
水

口
祭

り

に
際

し
幣

串

に
挟

み
苗
代

に
立

て
ら

れ

る
こ
と
が
列

島
各

地

で
行

な

わ
れ

て

い
る
。
特

に
奈
良

・
京
都

・
滋
賀

・

福

井

な
ど

オ

コ
ナ
イ
行
事

が
盛

ん
な

地
や
、

先

の
水

口
祭

り

の
事

例
紹
介

中

の
愛

媛

・
群

馬

の
例

、

ま

た
岩

手

・
宮

城

な
ど

の
東

北
地

方

な

ど

で
も
見

ら

れ
る
。

オ

コ
ナ

イ

で
作
成

さ
れ

る
牛

玉
札

が
水

口
祭

り

に
使

わ

れ
る

こ
と
は
、

オ

コ
ナ
イ

が
新

春

に
行

な

わ

れ
る
と

い
う

正

月
行
事

と

の
関
連
、

オ

コ
ナ

イ

で
祈
願

す

る
五
穀
豊

穣

の
予
祝

と

の
関
連

、

ま
た
悔

化
会

・
オ

コ
ナ
イ

で
除

災

の
呪

物

と
な

る
牛

玉
杖

と
水

口
祭

り

に
際

し

田

の
神

の
依

り
代

と
な

る
自

然
木

と

の
関

係

な
ど
、

か
な
り

の
課

題
を

孕

ん

で

い
る
よ
う

に
思

わ
れ

る
。
な

お
牛

玉

札

の
牛

玉

(牛

王
と
も
書

か
れ
る
)

は
、
牛

の
内
臓

に
宿

る
と

い
う

万
能

の
高
貴

薬

で
、

こ
れ
を
印

肉

に
溶

き
混
ぜ

押
捺

す

る

こ
と

に
よ

り
、
呪
符

と
し

て

の

い

っ
そ
う

の
霊
験

を
増

す

と
さ
れ

る
。
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二

焼
米
掲
き

162

焼

米

及
び
焼

米
掲

き

に

つ
い
て
は
、

そ
れ

が
水

口
祭

り

の
部
分
要

素

で
あ

る
た

め

か
特

に
論

じ
た

も

の
は
少

な

い
。
既
出

の
も

の
と
し

　
　

　

て

は
太

郎
良
裕

子

・
定

森

由
紀

子
氏

の
論

考

が
知

ら
れ

る
が
、

太
郎
良

氏

は

ノ
ー
ト

ル
ダ

ム
聖

心
女

子
大
学
食

品
栄

養
学
科

の
所

属

と

い

う

こ
と

で
食
物

と
し

て

の
焼
米

の
記
述

が
主

と

な

っ
て

い
る
。
宮

下

知
良
氏

の

「
焼
米
考

」

は

一
種
独

特

の
性
格

を
持

つ
も

の
で
、

あ

る

種

の
伝
承
論

あ

る

い
は
儀

礼

や
事
象

が
伝

え
ら

れ

る
こ
と
伝

え
ら

れ
な

い
こ
と

の
意
味

を
、

焼
米

を
素
材

と
し

て
水

口
祭
り

の
焼

米

の
み

に
限

定

せ
ず
論

じ

た

も

の

と

い

っ
て
よ
く
、

焼

米

に

つ
い
て
丹
念

な
資
料

探
索

と
検

討

を
行

な

っ
て

い
る
。
氏

は
焼

米

に

つ
い
て
、
呼

称

・
製

法

・
食

法

・
日
常

の
食

・
晴

の
食
物

・
二
種

の
焼
米

・
種
焼

米

・
原
型

・
炭

化
米

と
項
目

立

て
を
し

て
論

じ
、

そ

の
思
考

の
理
解

に
は
、
や

や
困
難

を
伴

う
も

の
が
あ

る
が
、

一
方

で
幾

つ
か

の
ヒ

ン
ト
や
新

た
な
問

題

に
気

付

か
さ

れ
た
。

こ
こ
で
も
水

口
祭

り

の
事
例

紹
介

に
倣

い
、
あ

ら

か
じ
め
幾

つ
か

の
事
例

を
挙
げ

て

お
こ
う
。

香

川
県

大

川
郡
長

尾

町
多

和

・
前

山
地
区

種

ま
き

〈
前
略

〉

こ
う
し

て
、
苗

代

の
種

ま

き
が
終

る

と
、

ゴ

ー
サ

ン
、
花

、

米
、

妙

り
米
を
供

え

て
、
「
千

石
も

万
石

も

に
な
り
ま

す
よ
う

に
、
家

も
栄

え

ま
す

よ
う

に
お
願

い
し
ま
す

。
」

と
言

っ
て
祈

る
。

こ

の
い
り
米
と

い
う

の
は
、
黒

豆

と
大

豆
、

家

に
よ

っ
て
は

モ
チ

バ
ナ

を
妙

っ
て
作

る
。

〈中

略
〉

こ

の
日
、
子

供

た

ち
は
苗

代

を
作

っ
た
と

こ
ろ
を
訪

ね

て
豆

を
も

ら

っ
て
歩

く
。

そ
し

て
、

「
い
り
米

く

れ

ん
と

こ
の
苗

代

は
、

ど

ん
が

ん

ね

じ
れ
、

か

め
ね
じ

れ
、

後

か
ら
た

に
し
が
横

ね
じ
れ
。
」

と

は
や

す
。

だ

か
ら
、

子
供

に
は
な
る
だ

け
多

く
豆
を
食

べ
さ
せ
る

よ
う

に
す

る
。

〈
中
略
V

ま
き

残

っ
た
種

は
焼

き
米

に
す

る
。

焼
き
米

と

い
う

の
は
、
籾

を
水

に

つ
け

て
、

ぬ
れ
た

ま
ま

の
籾

を
イ

リ
ガ

ワ
ラ

で
妙

り
、

そ
れ
を

ト

オ
ケ

の
中

へ
入

れ

て

ふ
た

を
し
、
全

部
妙

り
あ

が

っ
た
ら

タ
チ

ウ

ス
の
中

で

つ
き
、

つ
い
て
は
さ
び
、

つ
い
て
は
さ
び

し
て
籾

が
ら

ハ
め

り

 を
よ

り
わ
け

な
が

ら
作

る
。

で
き
た
焼

き
米

は
神

棚

へ
供

え
、

家
族

が
塩
味

を

つ
け
て
茶
を

か
け

て
食

べ
る
。

〈後

略
〉
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神
奈

川

県

五
月

の
行
事

〈
前

略
〉
横

浜
市

緑

区
荏

田
町
柚

木

で
は
、
播

種

が
終

わ
る

と
、
焼

米

(蒸

し
た
儒

米

に
大

豆

を

妙

っ
て
混
ぜ

た

も

の
だ

と

い
う
)

を
紙

に
の
せ

て
、

田

の
畦

に
供

え

た
。

こ
れ

を
子

供

が
食

べ
る
と
、

「
ど

こ
そ

こ

の
こ
ぞ
う

が
食

っ
た
。

よ

か

っ
た
、

よ

か

っ
た
。
」

と
喜

び
、
多

く

の
人

々

に
食

べ
ら

れ

る

こ
と

を
期

待

し

て

い
た
。

川
崎

市

川
崎

区
大

師

河

原

で

は
、

正
月
十

五
日

に
使

っ
た
箸

を

と

っ
て

お

い
て
先
を

割

り
、

そ

こ
に
大

山

や
武

州
御

岳
山

の
お
札

に
包

ん
だ
焼

米
を

さ
し

て
、

田

の
水

口
に
立

て
た
。
葉
山

町
長
柄

で

は
残

り

の
種
籾

を

ふ
か
し

て
大

豆
を

入
れ

た
焼
米

を
作

り
、
正

月
十

一
日

に
神

に
供

え

た
ア

ー

ボ

.
ヒ

エ
ボ

の
木

に
大
山

さ

ま
や
御
岳

山

の
お
札

を
は

さ
ん

だ
も

の
と

か
、

ツ
ツ
ジ

の
木

な
ど

と

一
緒

に
、

苗
代

の
水

口
に
供

え
た
。

〈中

略
〉

三
浦

市
和

田
や
毘

沙
門

な

ど

で
は
、
播

い
た
残

り

の
籾

を

立
杵

で

つ
い
て

か
ら
焼
米

に
し
、

水

[

(こ

こ
に

は
神

さ
ん

が

い
る

と

い
う
)

に
三

か
所
供

え
、

荒
神

や
仏

さ
ん

に
も
ザ

ッ
キ

に
入

れ
て
供

え
た
。

そ

し

て
種

播

き
正

月

と

い

っ
て
、

二
、

三
日
仕

事

を
休

ん
だ

と

い
う
。

こ
の
時

の
焼

米

に
限

っ
て
、
立
杵

で

つ
い
た
と

い
う
所

は
あ

ち

こ
ち

に
あ
麺

。

岩

手
県

残

り
種

の
処
理

「水

口
ま

つ
り
」

に
使

う

妙

米

は
少
量

で
足

り

る
が
、

そ

の
残
余

は
精

・
糎

を
区

別

し

て

一
緒

に

ま

と
め
、

そ
う

し
た
も

の
を
蒸

し

て
乾

燥

し
、
臼

に
入

れ

て
手
杵

で

つ
く

か
、
水
車

で
、

そ

の
と
り

入

れ
水

を
弱

く
し

て
強
く

な
く

つ
き
、
籾

殻

を

と

っ
て
蒸
米

を
作

る
。

強
く
掲

く

と
く
だ

け

て
し
ま
う

。

こ
う

し

て
作

っ
た
蒸
米

は
妙

米

よ
り
や

わ
ら

か

で
あ

り
、

甘

み
も
あ

る

の
で
、

お
茶
菓

子

の
代

り

に
も

用

い
ら

れ
、

子
供
達

に
は
五
勺
位

も
紙

袋

に
入
れ

て
与

え

る
と
、

一
日

の
間
食

に
は
十

分

で
あ

り
、

又

こ
れ

で
酒
を
作

る
と
う

ま

い
と
伝

え

て

い
る
。
〈
後
睡

〉

水

口
祭

り

の
焼

米

に

つ
い
て
渉
猟

し

て

い
て
筆

者

が
今

回
特

に
気

に
な

っ
た

の
は
、
そ

の
製
法

の
脱
穀

と

し

て
⊥3五

ち
臼

で
揚

く

と

い
う

か
ら

こ
と
。
脱
穀

の
字
義

は
、
国
語
辞
典

で
は

「
穂
か
ら
実
を
は
ず

す
こ
と
」
と

「籾

か
ら
殻
を
は
ず
す
こ
と
」
が
並
立
し
て
書
か
れ
て
い
る

が
、
私

は
前
者
を
脱
粒
と
し
脱
穀

は
殻

は
ず
し
と
区
分
し
て
お
き
た
い
。
神
戸
市
桜
が
丘
遺
跡
出
土
国
宝
袈
裟
檸
文
銅
鐸

の
掲
き
臼
図
を

春
成

秀
璽

は
脱
穀

場
面

と
し
、
大

方

の
支
持

を
受

け

て
お

り
筆

者

も
そ
う

だ
ろ

う

と
田
心
・つ
が

、
そ

れ

に
し

て
も
木
摺

臼
や
唐

臼

の
普

及

旧

前

の
脱
穀

は
ど

の
よ
う
な

も

の
で
あ

っ
た

か
。
籾

摺

臼

の
古

い
も

の
と
し

て
は

『枕

草

子
』

の
記

述
が
知

ら
れ

る
が
、
広

く
普

及
し

て

い



へ
　
ね

た
と

は
思

え
な

い
。
事

典
類

に
は
簡
単

に
掲

き
臼

の
使

用
と

し
て

い
る
が
、

今

一
つ
納
得

が

ゆ

か
な

い
。
食

事
毎

に
米
食

を

し
て

い
た
わ

け

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
ら
、
単
純

に
労

働
力

の
多
寡

か
ら
は
論
ぜ

ら
れ
な

い
よ
う

に
思

う
。
取

り
敢

え
ず

は
、
神
話

に
歴

史
が

反
映

さ
れ

る
よ

う

に
儀

礼

に
過

去

が
反
映

さ

れ
る

と
し
、
焼
米

揚

き

の
立

ち

臼
を
見

て
お
く

べ
き

か
。
今

一
つ
、
水

口
祭

り

の
焼

米

に
使

わ

れ
る
籾

が
種
籾

で
あ

る
こ
と

に
宮

下
氏

も
特

に
漉

目
し
触

れ

て

い
る
が
、

こ

こ
に
も
大

き
な
問

題
が

孕

ま
れ

て

い
る

よ
う

に
思

わ

れ
る
。
少

し
余

計

な

こ
と
を

い
え
ば
坪

井
洋
文

氏

は
非
稲
作

文
化

に

つ
い
て
論
じ

る

一
方

で
、

種
籾

に

つ
い
て
も
多

く

を
論

じ

て

い
る
。

　
　

　

水

口
祭

り

や
焼
米

に

つ
い
て
は
、
考
古

学

か
ら

の
発
言

も
少

な
く

な

い
。
例

え
ば
中

村
慎

一
氏

の

「農

耕

の
祭
り

」

で
は
、
中

国
や
韓

国

の
事
例

な

ど
東

ア
ジ

ア

か
ら

の
観
点

に
立

ち
弥
生
時

代

の
鳥
形

木
製

品

に

つ
い
て
述

べ
、
ま

た

「
オ

ハ
ゼ

と
水

口
の
祭

り
」

の
項

な

ど

は
興
味

深
く

読

め
る

の
だ

が
、

民
俗
事

例

か
ら
辿

ろ
う

と
し

て

い
る
筆
者

に
は
今

の
と

こ
ろ

「
興
味

深

い
」

と

い
う

程
度

の
発
言

し

か
で

ロ
れ
　

き
な

い
。
例

え
ば
杉

山

晃

一
氏

に
よ

る

『稲

の
ま

つ
り

ア
ジ

ア

の
村

々
を
訪

ね

て
』

に
よ

れ
ば

、

ア
ジ

ア

と

い
う

ま
と
ま

り

の
中

に
あ

り
な
が

ら

の
稲

の
神
観

や
稲
作
儀

礼

の
偏
差

が
目

に

つ
い
て
な
ら

な

い
。

lb4

 

三

描
か
れ
た
水

口
祭
り

水

口
祭

り

の
画
像

資
料

は

八
点
を
確

認

し
た
が
、

意
外

と
少

な

か

っ
た

の
は
資
料

探
索

が
充
分

で
な

か

っ
た

こ
と

に
よ

る
も

の
か
と
思

わ
れ

る
。

す

で

に
述

べ
て
あ

る

よ
う

に
水

口
祭

り

に
は
幾

つ
か
の
構
成

要
素

が

あ

る
が

、
画
像

と

し

て
拾

い
だ

し
た

の
は
幣

串

に
折

り
畳

ん
だ

お
札

を
挟

み
苗
代

に
立

て
る
も

の
ば

か
り
で
あ

っ
た
。

以
下
、

個

々

に

つ
い
て
述

べ
て
み
よ
う

。

や

ま

と

し

の
う

え

ー
.
大
和

侍
農

絵

づ
く

し

菱

川
師

宣

延
宝

八
年

(
一
六

八
〇

)

西

尾
市
岩

瀬
文
庫

蔵

上
段

の
文
章

は
、

「
す

で
に
夏

に
も
な

れ
ば

、
雨

を
乞

ふ

て
苗

代

を

お

ろ
し
、

早
稲

・
晩
稲

口

口

の
種

を
蒔

く
。

鳥

の
降

り

き

て
餌

ば
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み
を

す

れ
ば

、

そ

の
用
心

に
と

て
縄
を

張

り
、

ま

じ
な

い
の
ふ
だ
を
水

の
お
も

て

に
挿

す

蓬
莱

の
田

つ
く

り
や

き

み

の
国

た
か
ら
」
。

こ

の
図
は
、
焼

米
掲

き
図

の
次

に
位

置

す

る
。

一
頁

に

一
図

で
描

か
れ
る
。
右

上

の
田

の
畦

に
は
、
種
籾

籠

に
手

を
入
れ
今

に
も
掴

み
出

そ
う

と
し

て

い
る
男
。

下
部

の
三
人

の
母

子

は
昼
間
持

ち
。

脇

の
手

持

ち
籠

の
中

に
見
え

る
粒

々
は
種
籾

か
。
籠

横

の
風
呂
敷
包

み

の
中

は
、

曲
げ
物

の
桶

で
弁

当

だ
ろ
う
。
苗

代

の
中

に
立

つ
縄

を
張
り
巡

ら

し
た
棒

と

二
本

の
幣
串

の
お
札

は
、
上
部

の
説

明
ど

お
り
。
菱

川

師

宣

(P
l

一
六
九

四
)

は
、
江
戸
初

期

の
画
家

で
浮

世
絵

の
確
立
者

と
し

て
知

ら

れ
る
。
安

房
国

平
群

郡
本
郷

村

(千
葉
県
安

房
郡
鋸

南

町
保

田
)

に
生

ま

れ
、

若

く
し

て
江

戸

に
出

て
画
業

に
励

み
、
版
本

の
挿

絵
画
家

と
し

て
活

躍
し
、

や

が

て

一
枚

絵

の
揃

い
物

を
出
版

、

ホ
む

り

こ
れ

が
浮
世
絵

に
展
開

す

る
。
出

身
地

の
鋸
南

町

に
隣
接

す

る
富

津
市

の

『富

津
市

史

通
史
』

の
民

俗
編

に
は
、

水

口
祭

り

に

つ
い
て

次

の
よ
う

に
記

さ

れ

て

い
る
。

・
タ
ネ

マ
イ

〈前

略

〉

三
月

の
春

ビ
ヤ

リ
を

終

え
、

オ

ビ

シ

ャ
も
終

え

る

と
、

四
月

の
初
旬

に
タ

ネ

マ
イ

(種

蒔

き
)

を

す

る
。

〈
中
略

〉
各

家

で
は
、

タ
ネ

マ
イ
を
終

え

る

と
、
榊

の
枝

に
幣
束

を

つ
け
、
苗

代

の
ミ

ノ

テ

(水

口
)

に
立

て
、

オ

サ
ゴ

(米

)
を

供

え

て
祀

っ
た
。
〈
後

略

〉

現
在

残

る
民
俗

が

ど

の
程
度

過
去

へ
遡

る

か
不

明
だ

が
、
師

宣

の
出

身

地
近
く

に
も
幣
串

を
立

て
る
風

は
あ

っ
た

よ
う

で
興
味

深

い
。

本

図

は
、
今

回

の
渉
猟

で

一
番
古

い
水

口
祭

り

図
と

な
る
。

「
大
和

侍
農
絵

づ

く
し
」

を
粉
本

と

し
た
も

の
に
、
「
四
季
耕

作

子
供
遊

戯

(
33
)

(
嬰

図
巻

」

が
あ

る
。

な

お

「大

和
侍
農

絵

づ
く

し
」

の
書
誌

に

つ
い
て
は
松
平
進

氏

が
詳

し

い
。

2
.
絵
本
士
農
工
商

西
川
祐
信

元
禄
前
後
か

東
京
国
立
博
物
館
蔵

鳥
除

け
の
縄
を
張

っ
た
棒

の
立

つ
苗
代
田
の
隅

に
、
お
札
を
挟
ん
だ
幣
串
が
見
え
る
。
縄

に
は
幣
状

の
も

の
が
付
け
ら
れ
、
今
あ
る
銀

紙

の
短
冊
を
付
け
た
鳥
除
け

の
よ
う

に
見
え
る
。
西
川
祐
信

(
一
六
七

一
-

一
七
五
〇
)
は
、
関
西
浮
世
絵
界

の
第

一
人
者
。
河
野
通
明

氏
は
、
本
書

の
刊
行
意
図

に

つ
い
て
、
大
意
、
江
戸
時
代

の
身
分
制
度

の
中

で
そ
れ
ぞ
れ

の
職
業

に
専
心
す
る
こ
と
が
世
に
貢
献
し
繁
栄

165
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す

る

、

ハ
　

ぜ

と

説

い
た

も

の

と

し

て

い
る

。

な
お

「
絵
本
士
農
工
商
」

ハ
お

し

の
書
誌

に

つ
い
て
は
松

平
進
氏

が
詳

し

い
。

3
.
四
季
耕
作

子
供
遊
戯
図
巻

水
賓
和
継

元
禄

一
六
年

(
一
七
〇
三
)

神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
蔵

焼
米
掲
き
図

に
続

い
て
位
置
す
る
が
、
図
柄
は

「大
和
侍
農
絵
づ
く
し
」
を
粉
本
と
し
て
お
り
、
そ

の
異
同
は
昼
間
持

ち
が
母
r
二
人

と
な
り
、
脇

の
柄

の
あ
る
種
籾
籠
と
風
呂
敷
包

み
の
曲
げ
物

の
弁
当

は
ま

っ
た
く
同

一
。
作
者

の
水
賓
和
継

に
つ
い
て
は
不
明
だ
が
、
河

野
通
明
氏

は
和
継
を
江
戸
町
方

の
旦
那
衆

で
菱
川
派

の
門
人
と
し
、
本
図
は
子
供

の
た
め
の
鑑
戒
画

で
、
こ
の
よ
う
な
図
が
江
戸
庶
民
の

間

に
も
定
着

し
て
い
た
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。

描かれた水口祭 り ・焼米掲 き

と
も
の
ぶ

4
.

大
和
耕

作
絵

抄

石

川
流

宣

宝

永

五
年

二

七

〇

八
)

た
ば

こ
と
塩

の
博

物
館
蔵

上

段
左
頁

の
文

章

は
、

「
は
や
種

し
も
程

ふ
り

て
、
蒔

く

べ
き
折

り
も
来

に
け

ら

し
。
代

を
均
し

て

一
粒

を

万
倍

と
こ
そ
蒔

き

に
け
り
。

か
ね

こ
し
た

る
正
月

の
、
赤

の
粥

に
入

れ
た
り

し
、

ぬ
る

で
を

割

り

て
水

口

に
、

鳥
牛

玉
と
挿

し

添

ゆ

る
」
。

こ
れ

も
焼
米

掲

き
図

の
次

に
位

置

す
る
。
絵

柄

は

「
大
和
侍

農
絵

づ

く
し
」

を
粉
本

と
し

た
も

の
。
見

開

き

に
描

か
れ

て
お
り

、
右
頁

は
田
起

こ
し

で
、

鋤
を
使

う

男
、
作

業
を

見

る
老
人

と
男
児
、

鍬

を
使
う

男

が
描

か
れ

る
。
左
頁

は

「大
和

侍

農
絵

づ
く

し
」

と
ほ

ぼ
同

じ
図
柄

で
、

籠

の
種
籾

を
掴

む
男

、
昼
間

持

ち

の
母

子
三
人
、

鳥
除

け

の
縄
を

張
り
巡

ら

し
た
棒

と
三
本

の
幣

串

が
描

か
れ

て

い
る
が

、
昼
間
持

ち

の
母

子
三
人

の
座

る
位

置

が
逆

に
な
り
、

ま
た
種
籾

を

入

れ
た
籠

が
桶

と
な

っ
て
い
る
。

石
川
流

宣

は
、

生
没
年

不
明

の
浮

世
絵
師

で
江
戸

の
人
と

い
う
。

画
風

は
菱

川
師

宣

に
近

い
が
、
師

承
関

係

は
不
明

と
さ

れ

る
。

上
段

の
文

の
、
赤

の
粥

は
小
豆

粥

の

こ
と
と
思

わ
れ
、

ぬ
る

で

は
漆
科

の

落

葉
木

で
小

豆
粥

の
粥
掻

き
棒

に
使

わ
れ

た

こ
と

に
な

る
。
水

口
祭

り

の
幣
串

に
粥
掻

き
棒
が

使
わ

れ

る
例

は
、
水

口
祭

り

の
事
例
紹

介

を
し

た
群

馬

の
例
中

の
と
お
り
。
鳥

牛

玉

は
紀

州
熊

野

三
社

で
出

さ
れ
る
牛

玉
札

だ
が
分

社

か
ら
も
版

行

さ

れ
て

お
り
、
何

処

の
も

の
か

不

明

だ
が

一
八
世
紀
初

頭

に
牛

玉
札

が
水

口
祭

り

に
使

わ
れ

て

い
た

こ
と
が
分

か
る
。
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5
.
絵
本
通
寳
志

橘
守
国

享
保

一
四
年

(
一
七
二
九
)

静
岡
県
農
業
試
験
場
蔵

種
籾
浸
し
図

に
続

い
て
晶

き
の
左
頁

に
描

か
れ
る
.
図
は
、
畦
に
立

つ
二
人
の
男
が
種
籾
籠

の
籾
を
掴

み
夢

」
う
と
し
て
お
り
・
苗

代

に
は
お
札
を
挟
む
幣
里

本
が
描

か
れ
、
「
大
和
侍
嚢

づ
く
し
」

の
杏

祭
り
図

に
も
あ
る
鳥
除

け
の
饗

り
と
思
え
る
も

の
が
見

.又
る
が
、
本
図

で
は
水
面

に
這
わ
せ
る
か
の
よ
う

に
描

か
れ
て
い
る
。
右
頁

に
絃

を
持

つ
子
供
が
描

か
れ
て
い
る
・
水

暴

り
に
お
札

を
挟

む
幣
串
を
立

て
登

」
と
は
近
畿
地
方

に
も
広
く
見
ら
れ
、
水

・
祭
り
の
事
例
紹
介

の
京
都

の
例

の
通

り
で
あ
り
・
あ
わ
せ
て
同
例

に

亀

に
関
す
る
歌

の
あ
蚤

、
と
に
も
注
意

で
き
る
.
橘
守
国

(
エ
ハ
七
九
⊥

七
四
八
)
は
近
世
大
阪

の
絵
師

狩
野
探
幽
の
高
弟
鶴
沢
探

山

に
学
び
、
二
〇
種
近

い
絵
手
本

の
作
家
と
し
て
知
ら
れ
る
。
河
野
通
明
氏

に
よ
れ
ば

「
絵
本
通
寳
志
」
中

の
農
具
図
は
・
大
阪
地
方

の

在
来
農
目
六
と
矛
盾

守

、
大
阪
近
郊
農
村

を
取
材
写
生

し
た
も

の
と
し

て

い
る
.
ま
た
同
氏
は
、
「絵
本
響

志
」
を
手
本

と
し
た
屏

風

.
絵
馬

.
刊
行

物

を

一
五
種

紹

介
し

て
お
り
、

こ
れ

ら

の
所
在

地

は
九
州

か
ら
東

北

に
ま

で
及
麗

。

描かれた水口祭 り・焼米掲き

6
.
四
季
耕
作
図
屏
風

渡
辺
始
興

一
八
世
紀

兵
庫
県
個
人
蔵

六
些

双
屏
風

の
奮

三

扇
下
部

の
汁田
代
図
中
に
、
苗

の
中

に
立

て
ら
れ
た
お
札
を
挟

む
幣
串

禾

が
見
え
る
・
興
味
深

い
の
は
水

。

祭

り
に
立
て
ら
れ
る
幣
串

の
お
札

に
牛
玉
札
が
多
く
使
わ
れ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
同
中
程

の
萱
ぶ
き
屋
根
の
家

の
軒
下
に
貼

ら
れ

た

お
札
で
右
端

に
見
え
る
三
墓

悶
き
の
横
長

の
も

の
は
牛
玉
札

に
多
く
、
ま
た
右
隻

三
扇

の
農
家
軒
下
に
見
え

る
お
札
中
程

の
菱
形

の
も

の
は
京
都
感
、心
院

(八
坂
神
社
)
発
行

の
独
特

の
牛
玉
札

で
、
さ
ら
に
右
端

の
面
は
斎
藤
純
氏

(天
理
大
学
)

に
よ
れ
ば
京
都
広
隆
寺
頒

布

の
鬼
面
だ
う

つ
と
い
・つ
。
渡
辺
始
興

二

六
八
三
⊥

七
五
五
)

は
京
都

に
生

ま
れ
、
初
め
狩
野
派

に
学
び
次

い
で
尾
形
光
琳

に
学
び

写

生

を

よ
く
し

た
と

い
・つ
。
本

屏
風

も
京
都

近

郊

を
写
生

し
た

も

の
か
。
本

図

は
在
地
性

を
窺

え

る
農

村
風

景

図
と

し

て
は
出
色

の
も

の

と

い
え
、
生
業

図

と
し

て

の
検

討
が

望
ま

れ

る
。
本
図

に

つ
い
て
は
、

明
珍
健

二
氏

が
詳

し
(岡
。
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描かれた水口祭 り・焼米揚き

鉱、 蛍

図7・ 図8「 四季耕作図屏風」(石 垣東 山筆 、個人蔵)
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7
.
農
耕
図
貼
交
屏
風

不
明

不
明

大
阪
市
個
人
蔵

二
曲
貼
交
屏
風

で
、

=
扇
中
図

の
播
種

・
苗
代
起

こ
し
場
面
中

に
土
壇

(P
)

に
立
て
ら
れ
た
二
本

の
お
札
を
挟

む
幣
串
が
見
え
る
。

　
　

　

作
者
及
び
現
資
料

の
経
歴
は
不
明
だ
が
、

一
部
を
宮
崎
安
貞

の

「
農
業
全
書
」
挿
図
を
粉
本
と
し
て

い
る
。
二
本

の
幣
串
を
並
立
さ
せ
る

例
は
知
ら
な
い
。

172

8
.

四
季
耕
作
図
屏
風

石
垣
東
山

幕
末
-
明
治
初

大
阪
市
個
人
蔵

右
隻
四
扇
中
程
の
鳥
脅
し
の
た
め
の
鳴
子

の
立

つ
苗
代
中

に
お
札
を
挟
ん
だ
幣
串
が
見
ら
れ
る
。
石
垣
東
山

(
一
八
〇
四
-
七
六
)
は

越
前
敦
賀
出
身

の
越
前
鞠
山
藩
士
で
藩
主

に
随
伴
し
来
阪
、

の
ち
に
画
道

に
専
念
し
七
二
歳

で
大
阪
南
新
町
で
没
。
本
図

に
描

か
れ
た
農

ハ
れ
ロ

 具
類
は
比
較
的
正
確

と
い
い
、
農
作
業

と
共

に
年
中
行
事
な
ど
も
描

か
れ
月
次
絵

の
伝
統
が
強
く
出
た
写
実
的
作
品

と
さ
れ
る
。
そ
れ
だ

け

に
・
ど
の
地
を
描

い
た
も
の
か
分
か
れ
ば

よ
り
興
味
深

い
。
な
お
、

三
扇

の
侵
種
場
面

に
は
幣
串
を
街
え
る
男
が
描
か
れ
て
い
る
。

四

描
か
れ
た
焼
米
掲
き

焼
米
掲

き
図

に
つ
い
て
は
五
点
を
確
認
し
、
図
は
な

い
も

の
の

「
町
田
市
立
博
物
館
本
た
は
ら
か
さ
ね
耕
作
絵
巻
」

の
詞
書
中

に
焼
米

の
語

の
記
載
が
あ
り
紹
介
す
る
。
焼
米
揚
き
図
は
、
浸
種
図

の
次
、
苗
代

に
立

つ
護
符
図
の
前

に
描

か
れ
る
。
女
性
が
立
杵
を
使

い
掲
く

が
・
粉
本

に
よ
り
描
か
れ
た
た
め
か
す

べ
て
の
臼

の
胴
が
括
れ
て
お
り
、
ま
た
女
性

の
杵
を
持
た
な

い
手

は
臼
の
縁
を
掴

ん
で
い
る
。
焼

米
掲

き
に
際
し
臼
の
縁
を
掴

む
民
俗
例
は
、
今

の
と
こ
ろ
確
認
し
て
い
な

い
。

1

大
和
侍
農
絵
づ
く
し

菱
川
師
宣

延
宝
八
年

(
一
六
八
〇
)

西
尾
市
岩
瀬
文
庫
蔵



描かれた水口祭 り・焼米掲 き

灘籔
ム曇

り

.の
尋

落

の
へ

奪

ひ

』
?

ム
宝

フ
で

一
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灘
輪

蜘
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‡

こ

り

き
ヘ
ミ

ゴ

ま

く

麟
躍

瓶

ゴ

走

〉

・

詳

諭

}

旨

、

コ

ぴ

'

轟

諦

デ、

～

く
f"

モも

ま

ド

ち

　

ド
ゐ

「'
鞭

駕

認

諺
極
躍
慧

ハ

ハ
ゴ

.
嘗

髄
…

ず、

一

、

、
官
∫薦戸鐙 灘

図9『 大和侍農絵づ くし』(菱 川師宣筆、西尾市岩瀬文庫蔵)

図10『 絵本士農工商』(西 川祐信筆、東京国立博物館蔵)
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見
開

き

の
右
頁

に
種
籾

浸

し

の
た
め

の
俵

の
受

け
渡

し
、

左
頁

に
屋
外

で
三

人

の
女

性

が
立
杵

を
使

い
臼
揚

き
を

し

て

い
る
場
面

が
描

か
れ

て

い
る
。

女
達

は
、
片
手

に
杵

を
持

ち
、
片

手

で
臼

の
縁

を
掴

ん

で

い
る
。

上
段

の
文

は
、

「
百
姓

は
ま
つ
農

具

を
整

え
、
春

と

も

な

れ
ば
水

に
種

を
浸

し
、

一
粒

万
倍

と
祝

い
て
、
余

り
し
籾

を
火

に
あ

て
揚

き

て
、

こ
れ
を
祝

う
。

こ

れ
を
た
な
米

と

い
う
。

〈後

略
〉
」。

た
な
米

は
、
種

米
。
師

宣

の
出

身

地
千

葉
県
安

房
郡
鋸

南

町

に
隣

接

す
る
富

津

市

の
市
史

の
年
中

行
事

に
は
次

の
記

載
が

見

え
る

の
で
、

師
宣

も
子
供

の
頃

あ

る

い
は
焼
米

を
貰

い
歩

い
た

の
か
も

し
れ
な

い
。

タ
ネ

マ
イ

四
月
中

～
下
旬

、
苗

代

に
種
籾

を

ま
く
。

こ
の
時

ヤ

ン
ゴ

メ

(焼
米

)
を
作

り
、

苗
代

の
神
様

に
供

え
そ

の
発
芽

を
祈

念

し
た
。
富

津

・
飯

野
地

区

で

は
、

昭
和
十

年
代

ま

で

こ
の
日
子
供

た

ち
は

ヤ

ン
ゴ

メ
を
も

ら

い
歩

き
、
宿

で
煮

て
も

ら

つ
て
食

べ

ハ
む
レ

た
。

も

ら

い

に
ゆ

く

時

、

「
た

ね

や

ん

こ

め

く

ん

ろ

く

ん

な

と

た

く

な

か

へ

こ

し

ろ

ぽ

っ
こ

む

ぞ
」

と

は

や

し

た

と

い
う

。

た

ロ

水

口
祭

り

に
焼
米

・
妙

り
米

を
作

り
供
え
食

す

る
所

は
広
範

に
わ
た
り
、

そ

の
際

に
臼

で
立
杵

を
使

い
掲

く

こ
と
が
行

な

わ
れ
る
。

『神
奈

川
県

史

各
論

編
五

民
俗

』

の
記

述

で
は
、
水

口
祭

り

に
供
え

る
焼

米

に
限

っ
て
は
立
杵

を
使

っ
た
と
あ

る

の
は
興
味
深

い
。
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2
.
絵
本
士
農
工
商

西
川
祐
信

元
禄
前
後
か

東
京
国
立
博
物
館
蔵

見
開
き
の
右
頁

に
、
屋
内

で
二
人

の
女
が
立
杵

で
臼
を
掲

い
て
い
る
。

一
人

の
女
は
子
供
を
背
負

い
、
今

一
人
の
女
は
片
手
に
杵
を
持

ち
片
手

で
臼
の
縁
を
掴

み
、
脇

に
子
供
が
停
む
。
入
口
に
は
、
亀
を
持

つ
男
児
。
左
頁

に
は
浸
種
が
描

か
れ
る
。

3
.

四
季
耕
作
子
供
遊
戯
図
巻

水
賓
和
継

元
禄

一
六
年

(
一
七
〇
三
)

神
奈
川
大
学

日
本
常
民
文
化
研
究
所
蔵

屋
外
で
立
杵

で
臼
を
掲
く
三
人

の
女
が
描

か
れ
、
こ
れ
も

「
大
和
侍
農
絵
づ
く
し
」
を
粉
本

と
し
た
も
の
。

4

大
和
耕
作
絵
抄

石
川
流
宣

宝
永
五
年

(
一
七
〇
八
)

た
ば

こ
と
塩

の
博
物
館
蔵



描かれた水口祭 り・焼米掲 き

ノ
う
や
を

に

継
念
観

蟻

£

今
?
樹
屡

拳
て
樹

》
む

や
峯

h
ろ

く
素
凝
凝

き

ゼ

そ

で
う

や

累

籔

暁

鵜

い
望
繁

く

ま

りあ

ん
種
碁

D
-さ
箋

を
ぼ

を

趨
履
爾
重

そ
ぐ
《

む
と

小
}
そ
杯

寛

襲

葵

覗拶

紀

き
ヤリ
ん

　

協
乃
丸
損
や
去

朕
う
鐸

り
α

　ら
と
て
お

ニ

の
ー

灘

禽

ふ
掻

夏

姿

驚

亥

ま
や
蕊

ヤ
セ

よ
あ
・
毒

奎

タ

マ
ー

旨

義

ナ

き

じ

き

コこ

と

ほ
幽ゆ
露

執
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践
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図13「 四季農耕図巻」(横浜歴史博物館蔵)
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見
開
き
の
左
頁
に
屋
外

で
立
杵

で
臼
を
掲
く
三
人
が
、
右
頁
に
種
籾
俵

の
受
け
渡
し
を
す
る
男
二
人
と
子
供

の
手
を
引
き
種
籾
俵
を
担

ぐ
男

が
描

か
れ

る
。

一
部

を
除

き

「
大
和
侍
農

絵

つ
く

と

と
ほ

ぼ
同

じ
図
柄

で
あ

り
、
臼

を
掲

く

三
人

は
姿
勢

も
同

じ

で
・

背
景

の
屋

内

に
は
ど

ち
ら

に
も
笠

と
鍬

が
見
え

る
。

天

和

侍
農

絵

づ

く

し
」
を

粉
本

と
し

た

も

の
。

上
段

の
文
章

は
、

「
〈前

略
〉

彼
岸

き

て
・
種

を

ひ
や
す
も
色

々

に
、
梗

.
儒

や
早
稲

.
晩
稲

、
祝

い
初

め

て
ん
種

米

の
、
騒
ぎ

賑

め
く
嫁
娘

、

臼
ば

た
叩

く

ひ
と
節

に
・

な

お
音

や

さ

し

き
鶯

菜

…
…
」
。

描かれた水口祭 り・焼米掲 き

5
.

た
は
ら
か
さ
ね
耕
作
絵
巻

江
戸
前
期
か

町
田
市
立
博
物
館
蔵

文

の
み

「
た
は
ら
か
さ
ね
耕
作
絵
巻
」
は
鑑
戒
画

の

;

で
、
皇
子
ま
た
将
軍

夫

名

の
子
女

に
肇

の
苦
難
を
説
き
為
政
者
と
し

て
の
仁
慈
を

教
え
諭
す
.、
と
に
供
さ
れ
た
童
児
用
教
育
絵
本

で
、
前
述

の

西

季
耕
作
子
供
遊
戯
図
巻
L

は
そ
の
庶
民
版
と
さ
れ
る
・
本
絵
巻
は
上
下

二
巻

か
ら
な
り

、
そ

の
上
巻

に
挿
図

は
な

い
も

の
の
以
下

の
文
が
あ

り
、

焼
米

の
風

の
あ

っ
た

こ
と
を
窺

え

る
。

〈前

略
〉

去
年

の
田
面

の
か
り

か

ふ
も
ま
だ

く

ち
残

る

お
り

か
ら

に
田

な

つ
米

を
水

に

ひ
た

し

そ

の
も

え
出

る
を

ま

ち

つ
け

て

な

ハ
し

ろ

に
ま
き

ほ
と

.」
し
さ

な
え

に

な

れ
と
、心
を

い
る
れ

ハ
む
ら

里

の
わ
ら

ハ
ベ

と
も

た
な

や
き

こ
め
を

た
ま

ハ
ら
す

ハ
な

ハ
し

ろ

に
石
亀

を

は
な
た

ん
と

い
ふ
ほ
と

に
た
な

つ
こ
め

の
や
き
米

を

た

か
ひ

に
く

バ
る
を

さ
た
ま

れ
る

こ
と

に
す
る
な

り

さ

れ
ば

〈
後
略

〉

な

お
、

こ
れ

に
続

き
苗
代

の
煩

い
と
し

て
石
亀

が
入

り
込

み
泥
土
を
掻

き
回
し

、
鳥

が

田
螺

を
取

ろ
う

と
し

て
踏

み
荒

ら

す

こ
と
を
あ

げ

、

そ

れ
を
防

ぐ
た

め

に
苗
代

の
上

に
縄

を
張

り
網

を

ひ
き
又

は
鳴

子

を
結
び

つ
け

る
と
あ

り
、

す

で

に
紹
介

し

た
水

。
祭

り
図

に
当

た

　
ゆ
　

る
も

の
が
説

か

れ

て

い
る
。

6
.

四
季
農
耕
図
巻

青
亀
斎
模
写

文
化

=

年

(
一
八

一
四
)
〈
原
作

は
狩
野
玉
燕

で
享
保

八
年

(
一
七
二
三
)
〉

横
浜

17?



市
歴
史
博
物
館
蔵

屋
外

で
二
人

の
女
が
、
立
杵
を
使

い
臼
を
掲
き
、
杵
を
持
た
な

い
方

の
片
手
は
臼

の
縁
を
掴

む
。
虫目
亀
斎
は
東
海
道
戸
塚
宿
(囎

屋
を

営

み
・
隠

居
後

に
狩

野
派

の
絵
師

に
師
事

し

た
と

い
う
。
本

絵
巻

の
巻
末

に
狩

野

玉
燕

の
作

を
模

写

し
た

.」
と
が
記

さ

れ
て

い
る
。
元
図

が
な
く

異
同

が
不
明

だ
が

・
戸

塚
宿

の
あ

る
横

浜
市

域

や
神

奈

川
県
域

の
焼

米
掲

き

に

つ
い
て
は
、

す

で

に
事
例
紹

介

し
た
通

り
盛

ん

で
、

あ

る

い
は
写

生

し
た

も

の
か
も

し
れ
な

い
。

現
戸

塚
区

に
隣
接

す

る
藤

沢

市

に
は
、
焼

米
揚

き
が
芸

能

と
し

て
今

に
残

っ
て

い
る
と

い
,つ
。

な
お

『神

奈
川

県
史

民
俗

』

に
焼

米

を
磨

り
臼

で
引

き
割

っ
た
と

い
う
例

が
記
警

れ

て

い
る
が
、

頻
度

の
瀞.同
い
も

の
と
は
思

、巻

い
。
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お
わ
り
に

近
年
画
像
資
料

の
読
み
取
り
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
、
筆
者
も
ま
た
農
業

農

具

に
つ
い
て
民
俗
の
観
点
か
ら
試

み
て
い
る
も

の
で
あ
る
.

こ
こ

で
は
水

口
祭

り

と
焼

米
掲

き
に

つ
い
て
検
討

し

て

み
た
が
、
結

局

の
と

こ
ろ
蓋
然

性
が
問

題

と
な

り
検

証

に
困
難

が
少

な
く
な

い
。

近

世
絵

画
史

の
専
門
家

の

天

が
歴
史
学

者
他

が

い
う
蓋

然
性

に

つ
い
て
、

「
そ
も

そ

も
絵

と

い
・つ
も

の
は
、
絵

空

事

と

い
,つ
通

り

で
」

と
惚

け

て

い
た

の
を
印
象

的

に
記
憶

し

て

い
る
。

し

か
し
な
が

ら
、

そ
う

し
た
中

で
も
弛

ま
ず
検

証

を
続

け
る

こ
と
が

よ
り
大

き
な
稔

り

を
与

え

て
く

れ
る
も

の
と
思

っ
て

い
る
。

水

。
祭

り
と
焼
米
掲

き

の
画
像
資

料
収

集
及
び

　調
み
下

し

に

つ
い
て
は
、
河

野
通

明
氏

に
多
大

な
教

示
を
受

け

た
。

ま

た
千

葉
県
下

の

水

。
祭

り

お
よ
び

焼
米

に

つ
い
て
は
榎

本
美

香
氏
、

『師
宣

祐
信

絵
本

書

誌

』

の
所

在

に

つ
い
て
は
浅

野
秀

剛

氏

と
湯

浅
淑

子
氏

に
教

示

を
受

け

た
。
記

し

て
謝

し

た

い
。



描かれた水口祭 り・焼米掲き

註(
1
)

『多
摩

の
民

具

ー

江
戸
時
代

の
農

具
』

(町
田
市
立
博
物
館
、

一
九
九

一
年
)
。

(2
)

渡
部
武

「
中

国
農
書

、
耕
織
図
」

の
流
伝
と
そ

の
影
響

に

つ
い
て
」

(
『
東
海
大

学
紀
要

文
学
部
第

四
六
輯
』
東
海
大
学
、

一
九

八
六
年

)
。

(
3
)

小
川
直
之

「
「
四
季
耕
作
図
」

の
描
写

と
系
譜
」
註

(
1
)
図
録

に
収
録
。

(
4
)

『農
耕
図

と
農
耕

具
』

(町
田
市
立
博
物
館
、

「
九
九
三
年

)
。

(
5
)

『近
世
日
本
絵
画

と
画
譜

・
絵
手
本
展
』

(町
田
市
立
国
際
版
画
美
術
館
、

一
九
九
〇
年

)
。

(6
)

『
民
具
と
生
活

小
特
集

・
四
季
耕
作
図
』

(
リ
ー

フ
レ
ッ
ト
、
町

田
市
立
博
物
館
、

二
〇

〇
〇
年
)
。

(
7
)

河
野
通
明

「
町

田
市
立
博
物
館
蔵

「
た
は
、b
か
さ
ね
耕
作
絵

巻
」

に

つ
い
て
L

(『
た
は
ら

か
さ
ね
耕
作
絵
巻

康

煕
帝
御
製
耕
織
図
』

町
田
市
立

博
物
館
、

二
〇
〇
〇
年
)
。

(8
)

渡
部
武

「
清
代

の
焦
乗
貞
画

『
御
製
耕

織
図
』

と
そ

の
系
譜
」

(
『
た
は
ら

か
さ
ね
耕
作
絵

巻

康

煕
帝
御
製
耕
織
図
』
町
田
市
立
博
物
館
、

二
〇

〇
〇
年
)
。

(
9
)

河
野
通
明

「
中
林
湘
雲
筆

「
四
季
耕
作
図
屏
風
」

の
基
礎
的
検

討
」

(
『
歴
史

と
民
俗
』

一
七
、
卒
凡
社
、

二
〇
〇

一
年

)
。

(10
)

佐
川
和
裕

「
守

屋
家
所
蔵

「
四
季
耕
作
図
」

に

つ
い
て
」

(
『民

具

マ
ン
ス
リ
ー
』
三
三
-
四
、
神

奈
川
大
学

日
本
常

民
文
化

研
究
所
、

一
一〇
〇
〇

年

)
。

(
11
)

『
横
浜
市

歴
史
博
物
館

「
収
蔵
資
料
展
E
」
』

(横
浜
市
歴
史
博
物
館
、

↓
九
九
九
年
)
。

(
12
)

柳

田
国
男

『
海
上

の
道
』

(筑
摩
書
房

、

　
九
六

一
年
)
。

(13
)

倉

田

一
郎

『農

と
民
俗
学
』

(生
活
社
、

一
九
四
四
年
)
。

(41
)

平
山
敏
治
郎

農

耕
儀
礼

(稲
作
工
程
歳
時
暦
ご

(『郷
土
研
究
講
座
』
第
五
巻
、
角
川
書
店
、

冗

五
八
年
。
の
ち

『歳
時
習
俗
考
』
所
腺

法
政
大
学
出
版
局
、

一
九
八
四
年

)
。

(15
)

伊
藤
幹

治

『
稲
作
儀
礼

の
研
究

-

日
琉
同
祖
論

の
再
検
討
』

(
而
立
書
房
、

一
九
七
四
年

)
。

(
16
)

『
宮
崎
県
史

資
料
編

民
俗

1
』

(宮

崎
県
、

一
九
九

二
年
)
。

(
17
)

『
愛
媛
県
史

民
俗

上
』

(愛
媛
県
、

一
九
八
三
年
)
。
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(
18
)

『
祈
り

と
く
ら
し
』

(京
都
府

立
山
城
郷
土
資

料
館
、

一
九

八
四
年
)
。

(
19
)

『静
岡
県
史

資
料
編

二
三

民
俗

一
』

(静
岡
県
、

一
九

八
九
年
)
。

(20
)

『群
馬

県
史

資
料
編

二
五

民
俗

1
』

(群
馬
県
、

一
九

八
四
年

)
。

(
21
)

『
岩
手
県
史

第
十

]
巻

民
俗
篇
』

(岩
手
県
、

一
九

六
五
年
)
。

(
22
)

『
護
符

・
祈
り

の
版
画

-

神
札

と
寺
札
』

(町
田
市
立
博
物
館
、

一
九

八

一
年
)
。

(23
)

『牛

玉
寳
印

i

祈
り
と
誓

い
の
呪
符
』

(町

田
市
立

博
物
館
、

一
九
九

一
年
)
。

(以
)

太
郎
良
裕

子

.
定
森
由
紀

子

蕃

川
県

に
伝
承

さ
れ

る
妙

り
米
と
焼
米

-

大

川
郡
長
尾
町

.
志
度
町

の
事
例
よ
り
L

(
『岡
山
民
俗
』

二
〇
五
、

岡
山
民
俗
学
会
、

一
九
九
六
年
)
。

(
25
)

宮

下
知
良

「
焼
米
考
」

(
『
静
岡
県
民
俗
学
会
誌

」
第

=
二
号
、
静
岡
県
民
俗
学
会
、

一
九
九
三
年

)
。

(26
)

『香

川
県
史

一
四

民
俗
』

(香

川
県
、

一
九

八
五
年

)
。

(
27
)

『
神
奈
川
県
史

各
論
編
五

民
俗
』

(神
奈
川
県
、

一
九
七
七
年

)
。

(
28
)

註

(
21
)
前
掲
書
。

(29
)

河
野
通
明

「平
安
時
代

の
籾
摺

臼
」

(
『
古
代
中
世

の
社
会

と
国
家
』
清
文
堂
出
版
、

一
九
九
八
年
)
。

(
30
)

中
村
慎

一

「農

耕

の
祭

り
」

(
『神

と
祭

り
』
小
学
館

、

一
九
九
九
年
)
。

(
31
)

杉
山

晃

一

『稲

の
ま

つ
り

ア
ジ
ア

の
村

々
を
訪
ね

て
』

(平
楽
寺
書
店
、

一
九
九
六
年
)
。

(
32
)

『
富
津
市
史

通
史
』

(富

津
市
、

一
九
八

二
年
)
。

(鐙

河
野
通
明

「常
民
研
杢

四
季
耕
作
子
供
遊
戯
図
巻
」
の
成
立
L
(『歴
史
と
民
俗
』

一
五
、
神
奈
川
大
嘗

本
常
民
文
化
研
究
所

一
九
九
九

年
)
。

(
34
)

松
平
進

『師
宣
祐
信
絵
本
書

誌
』

(
『
日
本
書
誌
学
大
系

57
』
青
裳
堂
出
版
、

一
九
八
八
年
)
。

(53
)

河
野
通
明

西

川
祐
信

『絵
本
士
農
工
塵

農
之
部
と
そ
の
髪

日L
(雇

史

と
民
俗
』

エ
ハ
、
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
〇

年

)
。

(
36
)

註

(
34
)
前

掲

書

。
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誌

(35
)
前
掲
書
。

河
野
通
明

「
『
絵
本
通
宝
志
』
を
種
本

と
す
る
屏
風

・
絵
馬

・
刊
行
物
」

(
『農
耕
図

と
農
耕
具
』
町
田
市
立
博
物
館
、

↓
九
九
三
年

)
・

『四
季
耕
作
図
の
世
界
ー

描

か
れ
た
農
事
風
景
』
(栗
東
歴
史
民
俗
博
物
館
、

一
九
九
二
年
)
。

『農
耕

の
風
景

1
ー
摂
津

の
四
季
耕
作
図
』

(吹

田
市
立
博
物
館

、

二
〇
〇

〇
年
)
。

註

(
40
)
前
掲
書
。

註

(32
)
前
掲
書
。

成
城
大
学
民
俗
学
研
究
所
編

『日
本
の
食
文
化

ー

昭
和
初
期

・
全
国
食
事
習
俗

の
記
録
』

(岩
崎
美
術
社
、

一
九
九
〇
年
。
質
問
項
目
番
号
六

七

が

焼

米

に

つ
い
て
)
。

(
44
)

『
た

は
ら

か
さ

ね
耕

作

絵

巻

(
45
)

註

(
11
)
前

掲

書

。

康
煕
帝
御
製
耕
織
図
』

(町
田
市
立
博
物
館
、
二
〇
〇
〇
年
)。

描かれた水口祭 り・焼米掲き

追
記

本
稿
を
送
付
後
、
長
谷
川
雪
旦
の

「
四
季
耕
作
図
屏
風

(六
曲

一
双
)」

(天
保
九
年

〈
一
八
三
八
〉
佐
賀
県
立
博
物
館
蔵
)
の
焼
き
米
掲
き
場
面

の
失
念

に
気
付
い
た
。
雪
旦

(
…
七
七
八
-

一
八
四
三
)
は
、
『江
戸
名
所
図
会
』
の
挿
し
絵
を
担
当
し
た
絵
師
と
し
て
知
ら
れ
る
。
本

「四
季
耕
作
図
屏
風
」
は

相
模
国
鎌
倉
郡
玉
縄
領
渡
内
村

(現
藤
沢
市
)
の
名
主
福
原
高
峰
の
屋
敷
を
描

い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
、
右
隻
四
扇
に
種
籾

の
水
浸

の
た
め
の
運
搬
図
と
隣

り
合
わ
せ
、
屋
外
で
女
性

一
人
が
横
杵
を
使

い
胴
の
括
れ
た
臼
を
掲
い
て
い
る
場
面
が
あ
る
。
本
屏
風
に
つ
い
て
は
描
写
地
や
作
画
年
代
が
は

っ
き
り
し
て

お
り
、
今
後
の
描
写
内
容
の
蓋
然
性

の
検
討
が
待
た
れ
る

(『江
戸

の
絵
師

雪
旦

・
雪
堤

そ
の
知
ら
れ
ざ
る
世
界
』
展
図
録
、
江
戸
東
京
博
物
館
、

一

九
九
七
年
、
参
照
)。

(は
た
け
や
ま

・
ゆ
た
か

宗
教

民
俗

学

・
物
質
文
化
)
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