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例

言

一
、本
書
は
、文
化
庁
の
平
成
25
年
度「
変
容
の
危
機
に
あ
る
無
形
の
民
俗
文
化
財
の

記
録
作
成
推
進
事
業
」の
一
環
と
し
て
実
施
し
た「
青
森
県
南
部
地
方
の
虫
送

り
」の
調
査
報
告
書
で
あ
る
。

二
、調
査
は
、文
化
庁
が
示
し
た「
変
容
の
危
機
に
あ
る
無
形
の
民
俗
文
化
財
の
記
録

作
成
推
進
事
業
」に
係
る
報
告
書
作
成
業
務
の
手
引
き
に
基
づ
き
、そ
れ
に
し
た

が
っ
て
実
施
し
た
。

三
、本
書
は
、青
森
県
南
部
地
方
の
各
自
治
体
担
当
部
課
や
教
育
委
員
会
の
協
力
を

得
て
、平
成
25
年
に
実
施
が
確
認
さ
れ
た
11
カ
所
の
虫
送
り
行
事
・
人
形
送
り
行

事
を
調
査
対
象
と
し
た
。

四
、本
書
は
、4
名
の
執
筆
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
行
事
の
調
査
に
あ
た
り
、分
担
し

て
執
筆
し
た
。

五
、青
森
県
南
部
地
方
で
は
、「
虫
追
い
」は「
ム
シ
ボ
イ
」と
発
音
す
る
の
が
一
般
的

で
あ
る
。そ
の
た
め
本
書
で
は
、「
虫
追
い
」を「
虫
ボ
イ
」と
標
記
し
た
。

六
、虫
送
り
で
用
い
ら
れ
る
紙
や
布
を
掲
げ
た
幟(

の
ぼ
り)

は
、ノ
ボ
リ
、ハ
タ
、ノ
ボ

リ
バ
タ
、カ
ミ
バ
タ
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
呼
び
名
が
あ
り
一
定
で
は
な
い
。本
書

で
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
実
施
場
所
で
住
民
が
呼
び
習
わ
し
て
い
る
呼
称
を
、そ
の
ま

ま
記
載
し
た
。

七
、写
真
は
調
査
に
随
行
し
た
撮
影
担
当
者
が
撮
影
し
た
も
の
を
掲
載
し
た
。た
だ

し
、日
程
の
都
合
上
撮
影
で
き
な
か
っ
た
一
部
の
行
事
に
つ
い
て
は
、各
自
治

体
、保
存
会
な
ど
か
ら
写
真
の
提
供
を
受
け
た
。そ
の
場
合
は
、平
成
25
年
以
前

に
撮
影
さ
れ
た
も
の
も
掲
載
し
た
。

八
、本
書
の
編
集
は
、N
P
O
法
人
あ
き
た
地
域
資
源
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
あ
た
っ
た
。
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第
一
章

青
森
県
南
部
地
方
の
虫
送
り
概
要

１

青
森
県
の
虫
送
り

  

本
州
最
北
に
位
置
し
、三
方
を
海
に
囲
ま
れ
た
青
森
県
は
中
央
部
の
八
甲
田
山
を

境
に
し
て
東
の
南
部
地
方
と
西
の
津
軽
地
方
に
分
け
ら
れ
る
。さ
ら
に
東
部
の
下
北

半
島
部
を
下
北
地
方
に
分
け
る
場
合
も
あ
る
。こ
の
東
西
の
地
域
は
風
土
環
境
が
大

き
く
異
な
る
。南
部
地
方
は
地
形
的
に
山
地
や
丘
陵
が
多
く
、さ
ら
に
夏
期
に
は
冷

涼
な
ヤ
マ
セ
と
よ
ば
れ
る
偏
東
風
が
吹
き
稲
作
に
不
適
な
地
域
で
あ
っ
た
。そ
の
た

め
、生
業
の
主
体
は
畑
作
や
畜
産
で
あ
っ
た
。戦
後
に
な
っ
て
開
田
が
進
み
稲
作
の

割
合
が
多
く
な
っ
て
い
る
。一
方
、津
軽
地
方
は
広
い
沖
積
平
野
を
有
し
、ヤ
マ
セ
の

害
も
少
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、稲
作
が
主
体
で
あ
る
。ま
た
、明
治
以
降
は
リ
ン
ゴ

栽
培
も
盛
ん
に
な
っ
た
。近
世
に
お
い
て
は
東
部
が
南
部
氏（
盛
岡
藩
及
び
八
戸
藩
）、

西
部
は
津
軽
氏（
弘
前
藩
及
び
黒
石
藩
）の
支
配
領
域
で
あ
り
、歴
史
的
な
背
景
も
異

な
っ
て
い
る
。

本
書
は
、青
森
県
南
部
地
方
の
虫
送
り
行
事
の
調
査
報
告
で
あ
る
。虫
送
り
行
事
と

は
稲
作
に
害
を
及
ぼ
す
虫
を
追
い
払
う
行
事
で
あ
る
。田
植
え
後
、村
人
が
行
列
を
組

ん
で
村
境
ま
で
送
る
な
ど
集
落
を
単
位
と
し
た
共
同
祈
願
の
儀
礼
で
あ
る
。全
国
的

に
行
わ
れ
て
き
た
行
事
で
あ
る
が
、そ
の
形
態
は
地
方
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
。

『
日
本
民
俗
大
辞
典
』に
よ
る
と「
西
日
本
に
多
く
虫
追
い
・
サ
ネ
モ
リ
オ
ク
リ（
実
盛

送
り
）・
ウ
ン
カ
送
り
な
ど
と
も
い
う
」と
あ
る
が
、南
部
地
方
の
み
な
ら
ず
本
県
全
域

に
お
い
て
も
サ
ネ
モ
リ
オ
ク
リ
や
ウ
ン
カ
送
り
と
い
う
名
称
は
み
ら
れ
な
い
。昭
和

50
年（
1
9
7
5
）に
調
査
が
行
わ
れ
た『
青
森
県
民
俗
分
布
図
』に
よ
れ
ば
調
査
地
区

の
半
数
近
く
で
虫
送（
お
ぐ
）り
や
虫
追（
ぼ
）い
な
ど
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

  

同
書
に
よ
れ
ば
、津
軽
地
方
が
概
ね
虫
送（
お
ぐ
）り
で
、南
部
地
方
が
虫
追（
ぼ
）い

が
多
く
み
ら
れ
る
。ま
た
、下
北
地
方
は
虫
送
り
に
関
し
て
は
希
薄
地
帯
と
な
っ
て

い
る
。行
事
の
主
体
は
集
落
で
あ
り
、寺
社
の
関
与
は
あ
ま
り
認
め
ら
れ
な
い
。か
つ

て
は『
青
森
県
民
俗
分
布
図
』に
み
ら
れ
る
よ
う
に
相
当
数
の
集
落
で
行
わ
れ
て
い

た
が
、戦
後
に
な
っ
て
や
め
た
集
落
が
多
い
。詳
細
な
調
査
が
行
わ
れ
て
い
な
い
が
、

現
在
、津
軽
地
方
で
は
数
カ
所
で
行
わ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、下
北
地
方
で
は
全
く

な
く
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。特
殊
な
ケ
ー
ス
と
し
て
五
所
川
原
市
で
の
観
光
行
事
と

し
て
の「
奥
津
軽
虫
と
火
ま
つ
り
」が
あ
げ
ら
れ
る
。

今
回
の
調
査
に
よ
っ
て
、現
在
も
南
部
地
方
で
行
わ
れ
て
い
る
虫
送
り
行
事
は
11

カ
所
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。た
だ
、こ
の
中
に
は
後
述
の
よ
う
に
虫
送
り
行
事
と
同

様
の
扱
い
に
し
て
よ
い
か
と
い
う
事
例
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、関
連
す
る
類
例
と
い

う
観
点
か
ら
本
報
告
に
記
述
す
る
こ
と
と
し
た
。

2

南
部
地
方
と
津
軽
地
方
の
虫
送
り
の
比
較

前
段
で
述
べ
た
よ
う
に
青
森
県
は
東
の
南
部
地
方
と
西
の
津
軽
地
方
で
は
風
土

性
や
歴
史
が
異
な
る
が
、虫
送
り
行
事
に
も
差
異
が
あ
る
。『
青
森
県
民
俗
分
布
図
』

を
み
る
と
、南
部
地
方
と
津
軽
地
方
の
虫
送
り
行
事
の
名
称
が
明
瞭
に
異
な
る
の
が

わ
か
る
。そ
の
ほ
か
行
事
内
容
に
も
相
違
点
が
み
ら
れ
る
の
で
そ
の
い
く
つ
か
を
次

に
あ
げ
て
み
る
。

①
実
施
日
…
…
現
在
、南
部
地
方
で
行
事
が
行
わ
れ
て
い
る
日
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ

る
が
、も
と
も
と
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
旧
6
月
24
日
で
あ
っ
た
。そ
れ
に
対
し
、津
軽

地
方
で
は
サ
ナ
ブ
リ
の
日
に
行
わ
れ
る
。集
落
内
の
田
植
え
が
全
て
終
了
す
る
と
サ

青
森
県
南
部
地
方
の
虫
送
り
概
要
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青
森
県
南
部
地
方
の
虫
送
り
概
要

ナ
ブ
リ
と
い
う
作
業
休
み
が
設
定
さ
れ
、こ
の
際
に
虫
送
り
が
行
わ
れ
て
き
た
。

②
藁わ
ら

人
形
な
ど
…
…
南
部
地
方
の
虫
送
り
行
事
で
製
作
し
使
用
さ
れ
る
も
の
は
、

藁
な
ど
で
作
っ
た
人
形
や「
悪
虫
退
散
」な
ど
と
書
か
れ
た
幡（
ハ
タ
）で
あ
る
。た

だ
、こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
各
集
落
に
よ
っ
て
そ
の
様
態
は
異
な
る（
詳
し
く
は
後
述
）。

一
方
、津
軽
地
方
に
お
い
て
は「
ム
シ
」と
よ
ば
れ
る
藁
製
の
蛇
体
や
龍
体
が
作
ら

れ
、そ
れ
に
藁
人
形
が
付
随
す
る
集
落
も
み
ら
れ
る
。こ
の
津
軽
地
方
の
蛇
体
や
龍

体
は
全
国
的
に
み
て
も
特
殊
な
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

③
行
列
に
付
随
す
る
芸
能
等
…
…
南
部
地
方
の
虫
送
り
に
芸
能
な
ど
が
付
随
す
る

こ
と
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
。し
か
し
、津
軽
地
方
に
お
い
て
は
虫
送
り
の
行
列
の
先

頭
に
荒
馬
や
太
刀
振
り
と
呼
ば
れ
る
芸
能
が
つ
く
場
合
が
多
く
み
ら
れ
る
。ま
た
、

五
所
川
原
市
域
な
ど
で
は
行
列
に
仮
装
し
た
人
た
ち
が
加
わ
る
の
も
特
徴
的
で
あ

る
。

④
送
り
の
方
法
等
…
…
南
部
地
方
で
は
行
列
の
人
形
を
最
終
的
に
送
る
方
法
は
、

村
は
ず
れ
に
立
て
た
り
、谷
川
に
投
げ
た
り
、燃
や
す
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。そ

れ
に
対
し
、津
軽
地
方
で
は
ほ
ぼ
村
は
ず
れ
の
木
な
ど
に
掛
け
る
の
が
一
般
的
で
あ

る
。

⑤
虫
札
…
…
南
部
地
方
で
は
田
畑
に
虫
除
け
の
札
を
刺
し
た
り
す
る
こ
と
は
多
く

な
い
が
、津
軽
地
方
で
は
寺
社
で
刷
っ
て
も
ら
っ
た
虫
札
を
田
畑
に
刺
す
の
が
一
般

的
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
南
部
地
方
と
津
軽
地
方
で
は
虫
送
り
行
事
の
様
態
が
異
な
る
が
、津

軽
地
方
で
も
、南
部
地
方
と
の
境
に
位
置
す
る
東
津
軽
郡
平
内
町
浦
田
で
は
、田
植

え
後
の
適
当
な
日
に
行
わ
れ
る
津
軽
的
な「
虫
送
り
」と
、旧
６
月
24
日
に
行
わ
れ
る

南
部
的
な「
人
形
送
り
」の
両
方
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
付
記
し
て
お
く
。

3

南
部
地
方
の
虫
送
り

  

今
回
の
調
査
で
確
認
さ
れ
た
南
部
地
方
の
虫
送
り
行
事
の
概
要
に
つ
い
て
も
う

少
し
詳
細
に
み
て
み
よ
う
。虫
送
り
行
事
の
呼
称
に
つ
い
て
い
え
ば
、「
ム
シ
オ
グ
リ

（
虫
送
り
）」、「
ム
シ
ボ
イ（
虫
追
い
）」、「
ム
シ
マ
ツ
リ（
虫
祭
り
）」な
ど
が
あ
り
、関

連
す
る
も
の
と
し
て「
ニ
ン
ギ
ョ
ウ
オ
グ
リ（
人
形
送
り
）」、「
ニ
ン
ギ
ョ
ウ
ボ
イ（
人

形
追
い
）」が
あ
る
。後
述
の
よ
う
に
こ
れ
ら
が
複
雑
に
か
ら
ま
っ
て
い
る
の
が
南
部

地
方
の
虫
送
り
の
特
徴
と
い
え
る
。

調
査
内
容
を
概
観
す
る
と
南
部
地
方
の
場
合
、行
事
に
使
用
す
る
藁
人
形
と
幡

（
ハ
タ
）か
ら
３
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
認
め
ら
れ
る
。①
幡
の
み
を
使
用
す
る
虫
送
り
、

②
幡
と
人
形
を
使
用
す
る
虫
送
り
、③
人
形
だ
け
を
使
用
す
る
虫
送
り
で
あ
る
。

①
は
八
戸
市
島
守
、五
戸
町
豊
間
内
が
こ
れ
に
あ
た
る
が
、田
子
町
石
亀
及
び
田

子
町
原
に
つ
い
て
は
も
と
も
と
人

形
も
あ
っ
た
も
の
が
人
手
不
足
な

ど
で
人
形
製
作
が
な
く
な
っ
た
も

の
で
あ
る
。②
は
田
子
町
飯
豊
、田

子
町
細
野
、南
部
町
相
内
と
前
記

の
石
亀
と
原
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

し
か
し
、行
列
が
集
落
や
周
辺
の

田
畑
を
巡
っ
た
あ
と
の
人
形
の
処

置
の
仕
方
が
さ
ま
ざ
ま
で
一
様
で

は
な
い
。

③
に
つ
い
て
は
、厳
密
に
い
え

ば
①
②
の
虫
送
り
と
同
一
行
事

幡と人形を用いる田子町飯豊の虫送り行事
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に
あ
た
ら
な
い
も
の
も
含
ま
れ
る
。本
書
は
南
部
地
方
の
虫
送
り
の
調
査
報
告
書
で

は
あ
る
が
、「
地
域
社
会
に
災
い
を
も
た
ら
す
神
を
送
り
出
す
た
め
の
鎮
送
の
行
事
」

（『
日
本
民
俗
大
辞
典
』）で
あ
る「
神
送
り
」の
一
つ
と
い
う
視
点
か
ら
③
の
グ
ル
ー

プ
も
記
載
す
る
こ
と
と
し
た
。

③
の
一
つ
で
あ
る
七
戸
町
尾お
や
ま
が
し
ら

山
頭
の
場
合
は
、行
事
名
称
が
虫
送
り
で
あ
る
が
、

内
容
は
人
形
を
村
外
へ
送
り
出
す「
人
形
送
り
」の
行
事
と
い
え
る
。ま
た
、十
和
田

市
板
ノ
沢
と
十
和
田
市
梅
の
場
合
は
明
確
な
行
事
名
称
は
な
く
、「
人
形
結
い
」（
人

形
を
作
る
の
意
か
）と
い
っ
て
お
り
、送
る
た
め
の
行
列
は
な
く
製
作
し
た
人
形
を
村

は
ず
れ
に
運
ん
で
立
て
て
お
く
だ
け
で
あ
る
。い
わ
ば
道
祖
神
的
な
タ
イ
プ
と
い
っ

て
よ
い
。た
だ
し
、も
と
も

と
の
実
施
日
は
旧
６
月
24

日
と
い
う
よ
う
に
虫
送
り

と
の
関
連
性
に
つ
い
て
考

慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。南
部
町
正し
ょ
う
じ
ゅ
じ

寿
寺

の
場
合
は
現
在「
人
形
ま
つ

り
」（「
人
形
ボ
イ
」と
も
い
う
）

が
行
わ
れ
て
い
る
が
、か
つ

て
は
別
の
日
に「
虫
ボ
イ
」

も
行
っ
て
い
た
と
い
う
。こ

の
こ
と
か
ら
、か
つ
て
南
部

地
方
各
地
で
は
、「
虫
送
り
」

と「
人
形
送
り
」の
両
方
を

行
っ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
、そ
し
て
両
方
が
習
合
し
て
ひ
と
つ
だ
け
の
行
事
に

な
っ
た
ケ
ー
ス
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
推
論
が
で
き
る
。こ
の
よ

う
に
南
部
地
方
の
虫
送
り
行
事
は
多
様
で
あ
り
今
後
の
研
究
に
期
待
し
た
い
。さ
ら

に
い
え
ば
、隣
接
す
る
岩
手
県
北
部（
旧
盛
岡
藩
領
）の
虫
送
り
や
人
形
送
り
と
の
比

較
、今
回
の
調
査
で
は
対
象
に
し
な
か
っ
た
上
北
郡
北
部
や
下
北
地
方
の
ヤ
メ
ボ
イ

（
病
追
い
）や
津
軽
地
方
の「
ボ
ー
の
神
」、「
鹿
島
流
し
」な
ど
と
の
関
連
性
に
つ
い
て

も
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

4

行
事
の
消
滅
と
存
続

か
つ
て
は
多
く
の
地
域
で
行
わ
れ
た
虫
送
り
行
事
は
見
る
影
も
な
い
ほ
ど
数
が

減
少
し
た
。奇
し
く
も
十
和
田
市
梅
が
後
継
者
難
の
た
め
、調
査
の
行
わ
れ
た
平
成

25
年
で
も
っ
て
中
止
す
る
こ
と
に
決
定
さ
れ
た
の
は
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。各
地
で

止
め
た
時
期
は
主
に
戦
後
の
昭
和
30
～
40
年
代
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。そ
の
理
由
は
農

耕
技
術
の
進
歩
や
農
薬
等
の
普
及
に
よ
り
、呪
術
的
と
い
え
る
行
事
の
必
要
性
を
感

じ
な
く
な
っ
た
り
、信
仰
心
も
薄
ら
い
で
き
た
こ
と
に
加
え
、過
疎
化
に
よ
る
人
手

不
足
が
拍
車
を
か
け
た
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

近
年
は
地
域
お
こ
し
の
一
環
と
し
て
伝
統
行
事
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。地
域
に
活

力
を
与
え
る
だ
け
で
な
く
地
域
住
民
の
結
び
つ
き
が
強
化
さ
れ
る
効
果
も
期
待
で

き
る
。復
活
し
た
五
戸
町
豊
間
内
の
虫
送
り
ま
つ
り
が
こ
の
好
例
で
あ
ろ
う
。県
の

無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
細
野
や
飯
豊
は
組
織
も
住
民
の
伝
承
意
欲

も
し
っ
か
り
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
が
、文
化
財
指
定
が
励
み
に
な
っ
て
い
る
た

め
で
あ
ろ
う
か
。さ
ら
に
、同
じ
田
子
町
の
石
亀
で
復
活
し
た
の
は
近
隣
で
盛
ん
な

状
況
に
刺
激
を
受
け
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

現在は幡のみを用いる田子町原の虫送り行事
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【
実
施
地
】

三
戸
郡
田
子
町
原
大
字
飯
豊

【
地
域
の
概
要
】

飯
豊
集
落
は
、田
子
町
の
南

東
部
に
位
置
し
て
い
る
。国
道

1
0
4
号（
秋
田
街
道
）に
沿
っ

た
原
集
落
の
南
側
を
流
れ
る
熊

原
川
を
渡
る
と
、間
も
な
く
飯

豊
集
落
に
至
る
。道
路
を
挟
ん

で
住
宅
が
密
集
し
、田
畑
や
山

林
に
囲
ま
れ
た
戸
数
56
戸
の
集

落
で
あ
る
。畑
作
と
稲
作
が
多

い
地
区
で
あ
る
が
、近
年
若
者
は
会
社
勤
め
の
た
め
、農
業
従
事
者
の
高
齢
化
が
進

ん
で
い
る
。南
方
は
岩
手
県
で
あ
る
。

【
行
事
の
名
称
】

飯
豊
の
虫
ボ
イ

「
追
う
」の
方
言
は「
ぼ
う
」で
、「
追
い
」は「
ぼ
い
」に
な
る
。

【
行
事
の
由
来
】

由
来
に
つ
い
て
の
記
録
は
な
い
。古
老
の
伝
承
に
よ
れ
ば
、江
戸
時
代
か
ら
の
行

事
で
、2
0
0
年
以
上
は
続
け
ら
れ
て
き
た
と
い
う
。悪
虫
退
散
、五
穀
成
就
、健
康

祈
念
で
あ
る
。

【
実
施
の
月
日
】

7
月
28
日(

以
前
は
旧
暦
6
月
24
日
に
行

わ
れ
た
。そ
の
後
、新
暦
７
月
24
日
と
な
り
、

現
在
は
24
日
に
近
い
日
曜
日)

【
文
化
財
指
定
】

青
森
県
無
形
民
俗
文
化
財

昭
和
58

年（
1
9
8
3
）1
月
20
日
指
定

【
行
事
の
主
体
】

飯
豊
自
治
会

【
参
加
者
・
担
い
手
な
ど
】

行
事
の
準
備
は
老
壮
年
代
の
男
女
で

あ
る
が
、行
列
に
は
子
ど
も
、準
備
に
参

加
で
き
な
か
っ
た
お
年
寄
り
も
加
わ
る
。

【
行
事
の
実
施
内
容
】

〈
準
備
〉

行
事
の
準
備
は
、老
壮
年
代
の
人
た

ち
が
集
落
内
の
小
高
い
丘
の
上
に
あ
る

法ほ

ろ呂
神
社
境
内
に
集
ま
り
、作
業
を
行

う
。平

成
25
年
７
月
28
日
は
、朝
か
ら
雨
が
降
り
開
催
が
危
ぶ
ま
れ
た
が
、準
備
を
始

め
る
午
後
に
は
雨
が
止
み
、作
業
が
始
ま
っ
た
。雨
天
の
場
合
は
中
止
せ
ざ
る
を
え

な
い
と
い
う
。男
性
は
藁わ
ら

人
形
、幟
の
ぼ
り

作
り
、女
性
は
紙か
み
ば
た旗
へ
の
文
字
記
入
、拝
殿
や
境

田た
っ
こ
ま
ち
い
い
と
よ

子
町
飯
豊
の
虫む

し

ボ
イ

1.飯豊集落遠景

3.シベは境内で焼却処分される 2.稲藁のシベ取りは大勢で行う
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内
の
清
掃
や
草
取
り
な
ど
を
行
う
。

〈
人
形
作
り
〉

人
形
作
り
は
、稲
藁（
品
種
・
つ
が
る
ロ
マ
ン
）の
シ
ベ
取
り
か
ら
始
め
る
。昔
は
稲
藁

よ
り
は
背
丈
の
長
い
麦
藁
や
燕え
ん
ば
く麦
の
藁
を
、各
家
か
ら
一
束
ず
つ
持
ち
寄
っ
て
人
形

を
作
っ
て
い
た
が
、麦
が
段
々
少
な
く
な
り
稲
藁
に
変
わ
っ
た
。現
在
、稲
藁
は
集
落

内
の
人
が
秋
の
稲
刈
り
時
に
次
年
度
の
虫
ボ
イ
に
備
え
て
、準
備
し
て
い
る
。シ
ベ

は
ま
と
め
て
境
内
で
焼
却
す
る
。

男
と
女
の
2
体
、手
、足
、男
性
器
、女
性
器
な
ど
の
製
作
を
分
担
し
、作
業
を
行

う
。

〈
胴
体
の
作
り
方
〉

①
シ
ベ
を
取
っ
た
藁
を
直
径
15
～
20
セ
ン
チ
の
束
に
し
、穂
先
側
で
は
な
く
太
い

方
の
下
部
15
～
20
セ
ン
チ
く
ら
い
の
と
こ
ろ
を
縄
で
縛
る
。穂
先
側
を
縛
っ
た
と

こ
ろ
か
ら
外
側
に
、1
8
0
度
に
す
べ
て
太
い
方
を
覆
う
よ
う
に
折
り
曲
げ
る
。折

り
曲
げ
た
ら
20
セ
ン
チ
く
ら
い
の
と
こ
ろ
を
縛
る
。こ
こ
が
頭
部
と
な
る（
写
真
4
・

5
・
6
）。頭
部
、胴
体
、手
、足
な
ど
縄
で
藁
を
縛
っ
て
折
り
曲
げ
作
っ
て
い
く
作
り
方

が
、こ
こ
の
人
形
作
り
の
特
徴
で
あ
る
。

②
両
方
の
手
と
胴
体
の
中
に
藁
を
挿
し
こ
み（
写
真
7
）、腕
が
ず
れ
な
い
よ
う
に
胴

体
を
縛
る
。藁
を
足
し
な
が
ら
胴
体
を
太
く
す
る
が
、縛
っ
て
は
折
り
曲
げ
を
繰
り

返
す
折
り
曲
げ
方
法
で
行
う
。足
も
手
も
胴
体
と
同
様
に
、藁
を
足
し
、折
り
曲
げ
の

方
法
で
作
る
と
、見
た
目
が
良
い
人
形
と
な
る（
写
真
8
・
9
・
10
）。

③
手
と
足
の
甲
は
、ま
ず
5
本
の
指
の
形
が
わ
か
る
よ
う
に
作
る
。藁
20
本
く
ら
い

を
捩ね

じ
り
、二
つ
に
折
り
曲
げ
縄
状
に
す
る
。捩
じ
れ
が
ほ
ど
け
な
い
よ
う
に
1
本

ず
つ
縛
る（
写
真
11
）。長
さ
の
違
う
5
本
の
指
を
、手
の
形
に
な
る
よ
う
指
の
付
け

根
の
と
こ
ろ
に
は
、藁
を
横
に
交
互
に
入
れ（
写
真
12
）、手
を
形
作
る
。足
も
手
と
同

様
に
作
る
が
、足
の
指
を
少
し
太
く
し
て
作
る（
写
真
13
）。手
足
が
で
き
た
ら
手
首
と

足
首
に
縛
り
つ
け
る
。

6.折り返してから縛る。太い方が頭部となる

5.藁を外側に折り返していく

4.穂先を上にし下部を縛り、折り返す

7.腕となる藁を胴体の中に挿しこむ
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④
女
陰
は
藁
を
三
つ
編
み
に
し
、穂
先
の
長
さ
が
15
セ
ン
チ
く
ら
い
に
な
る
よ
う

に
三
つ
編
み
か
ら
垂
れ
下
げ
、最
後
は
楕
円
形
に
し
て
、女
の
藁
人
形
に
つ
け
る
。か

な
り
グ
ロ
テ
ス
ク
な
仕
上
が
り
で
あ
る（
写
真
14
・
15
）。

⑤
男
根
も
か
な
り
グ
ロ
テ
ス
ク
で
あ
る（
写
真
16
）。男
根
は
、稲
藁
の
穂
先
と
は
反

対
に
太
い
方
を
折
り
曲
げ
て
作
る
。折
り
曲
げ
る
際
、先
端
を
桟

さ
ん
だ
わ
ら俵

の
よ
う
に
作
る

が
、中
心
部
の
6
、7
本
の
藁
に
は
手
を
加
え
ず
、先
端
に
延
ば
し
て
お
く
。非
常
に

リ
ア
ル
で
あ
る
。根
本
の
方
は
伸
び
て
い
る
藁
を
縄
で
丁
寧
に
巻
き
、太
く
す
る
。人

形
に
取
り
つ
け
る
際
は
、竹
串
で
差
し
こ
み
、男
根
に
つ
い
て
い
る
藁
紐ひ
も

で
縛
り
つ

8.胴体に藁を足し、縛り、折り曲げを繰り返す9.両足も藁を足し、縛り、折り曲げを繰り返す

12.手の完成13.足は手より太くして作る

10.腕の膨らみをだすため折り返す作業11.手、足の指は丁寧に作る

14.女陰は、毎年同じ人が作っている15.丸くすると女陰の形である
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け
、グ
ラ
グ
ラ
し
な
い
よ
う
に
し
て
お
く
。睾
丸
は
握
り
拳
大
の
大
き
さ
で
、ぐ
る
ぐ

る
巻
き
に
し
て
作
り
、縄
紐
を
つ
け
男
根
の
下
に
ぶ
ら
下
げ
る
よ
う
に
縛
る（
写
真

16
）。

⑥
藁
人
形
二
体
に
、男
女
の
顔
を
描
い
た
半
紙
を
男
は
太
縄
で
、女
は
三
つ
編
み
の

藁
紐
で
縛
る
。顔
は
当
日
、絵
の
上
手

な
人
が
半
紙
に
描
く
。手
の
込
ん
だ
藁

人
形
と
違
い
、単
純
で
は
あ
る
が
男
女

の
顔
絵
で
あ
る（
写
真
17
・
18
）。こ
こ
ま

で
来
る
と
、藁
人
形
の
完
成
と
な
る
。

以
前
は
、女
の
藁
人
形
の
頭
に
は
野
の

花
が
飾
ら
れ
て
い
た
と
言
う
が
、今
は

飾
ら
れ
て
い
な
い
。男
の
藁
人
形
の
大

き
さ
は
１
・
3
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

〈
紙
旗
作
り
〉

田
畑
な
ど
に
立
て
て
、悪
虫
退
散
、五
穀
豊
穣
を
願
う
紙
旗
作
り
は
、藁
人
形
と
同

時
進
行
で
準
備
す
る
。

①
あ
ら
か
じ
め
目
星
を
つ
け
て
お
い
た
5
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
竹
を
、奉
納
者
の

人
数
分（
25
年
度
は
37
人
の
名
前
を
記
入
し
た
紙
旗
18
本
作
成
）だ
け
採
っ
て
く
る
。

②
竹
は
上
部
の
葉
だ
け
残
し
、枝
や
皮
を
は
い
で
お
く
。

③
竹
に
つ
け
る
文
字
を
書
く
半
紙
に
は
、「

奉
納

悪
虫
退
散
五
穀
成
就
天

下
泰
平
家
内
安
全

奉
納
者
名
」と
縦
書
き
に
し
、3
人
で
手
分
け
し
て
書
く（
写
真

19
）。横
長
の「

」は
三
引
両
で
あ
る
。奉
納
者
名
は
田
畑
所
有
者
の
子
ど
も
の
名
前

を
書
く
。奉
納
者
の
希
望
で
、紙
一
枚
に
兄
弟
一
緒
か
、別
々
に
書
く
。

④
奉
納
の
紙
は
、竹
の
上
部
に
取
り
つ
け
る
の
で
、風
が
吹
く
と
は
た
め
く
。神
事

の
際
は
、向
拝
前
に
安
置
す
る（
写
真
20
）。

17.女藁人形の完成

19.半紙に書かれた紙旗。 白丸の中が三引両

18.男藁人形の完成

20.竹に取りつけられた紙旗

16.胴体に取り付けられた男根と睾丸
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〈
準
備
完
了
〉

40
人
ほ
ど
で
午
後
1
時
か
ら
行
わ
れ
た
準
備
作
業
は
、2
時
間
ほ
ど
で
完
了
し

た
。

〈
出
発
前
の
神
事
〉

神
事
は
神
職
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
る
。参
列
者
は
、約
40
人
で
あ
る
。

向
拝
前
に
は
、右
に
男
藁
人
形
、左
に
女
藁
人
形
、供
物
の
人
参
、塩
、わ
か
め
、ゴ

ボ
ウ
、煮
干
し
、ト
マ
ト
、お
神
酒
、太
鼓
、ジ
ャ
鉦が
ね（

手て
び
ら
が
ね

平
鉦
）、笛
、幟
2
本（「
奉
納

青

森
県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財

飯
豊
虫
追

飯
豊
自
治
会
」「
祈
願

悪
虫
退
散
五
穀
成
就

天
下
泰
平
国
家
安
康
四
海
万
福
」の
文
字
）、紙
旗
な
ど
が
並
ぶ
。（
写
真
21
・
22
）。神
事

の
最
後
に
は
、全
員
で
お
神
酒
を
い
た
だ
い
て
か
ら
、藁
人
形
の
行
列
が
神
社
を
出

発
す
る
。神
社
の
境
内
で
神
事
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、昭
和
40
年（
1
9
6
5
）

以
降
の
こ
と
で
、そ
れ
以
前
は
、集
落
内
の
宿
と
な
る
家
が
あ
り
、順
番
は
決
ま
っ
て

い
た
。

〈
行
列
に
持
参
す
る
物
〉

男
女
の
藁
人
形
、太
鼓
、笛
、ジ
ャ
鉦
、紙
旗
、幟

〈
集
落
内
の
巡
行
〉

3
時
を
少
し
過
ぎ
、藁
人
形
2
体
を
先
頭
に
、幟
2
本
、笛
3
丁
、太
鼓
2
張
は
り

、ジ
ャ

鉦
3
口
、そ
れ
に
紙
旗
を
持
つ
老
人
や
子
ど
も
な
ど
、総
勢
40
人
で
行
列
を
作
り
、集

落
内
に
あ
る
神
社
境
内
か
ら
階
段
を
下
り
、一
行
が
出
発
す
る（
写
真
23
・
24
）。か
つ

て
は
子
ど
も
も
多
く
現
在
の
2
倍
以
上
の
参
加
者
が
い
て
、と
て
も
賑
や
か
で
あ
っ

た
と
古
老
が
語
っ
て
い
た
。

藁
人
形
の
行
列
は
、神
社
か
ら
集
落
内
を
通
り
、村
の
西
側
、佐さ

ば

な

い

羽
内
と
の
境
方
面

に
向
か
う
。笛
や
太
鼓
、ジ
ャ
鉦
な
ど
で
囃
し
な
が
ら
賑
や
か
で
あ
る
。太
鼓
の
リ
ズ

21.準備が整い、神事が行われる

22.神事の前に拝殿前に安置された男女の藁人形と供物など

23.神社から藁人形を先頭に、笛や太鼓などの行列
が出発する

24.集落内を行進する行列
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ム
は「
ダ
ン
ツ
コ

ダ
ン
ツ
コ

ダ
ン
ツ
コ

ダ
ン
ダ
ン
」を
5
回
繰
り
返
し
て
か

ら
、「
ダ
ン
ツ
コ

ダ
ダ
ツ
コ

ダ
ン
ツ
コ

ダ
ン
ダ
ン
」「
ダ
ン
ダ
ン
ダ
ン
ダ
ン

ダ
ダ
ツ
コ

ダ
ン
ダ
ン
」と
テ
ン
ポ
が
速
く
な
る
。以
前
は「
ホ
イ
ー

ホ
イ
ー
」と

囃
し
た
て
た
と
い
う
が
、今
年
は
囃
子
の
掛
け
声
は
な
か
っ
た
。し
か
し
、藁
人
形
を

持
つ
2
人
は
人
形
を
上
下
に
動
か
し
、ま
た
竹
を
持
つ
人
た
ち
の
紙
旗
も
風
で
な
び

く
な
ど
、悪
虫
退
散
、五
穀
豊
穣
の
願
い
が
込
め
ら
れ
た
様
相
を
呈
し
て
い
る（
写
真

25
・
26
）。

行
列
が
田
ん
ぼ
に
進
ん
だ
こ
ろ
、雨
足
が
次
第
に
早
く
な
っ
て
き
た
。例
年
で
あ

れ
ば
、村
外
れ
で
人
形
踊
り
を
行
う
の
で
あ
る
が
、今
年
は
途
中
で
引
き
返
す
こ
と

に
な
っ
た
。引
き
返
す
途
中
、紙
旗
を
持
つ
人
の
中
に
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
田
ん
ぼ
に
、

悪
虫
退
散
の
願
い
を
込
め
て
、紙
旗
の
竹
を
刺
し
て
い
く
人
も
い
る（
写
真
27
・
28
）。

25.藁人形の一行が、田園地帯を賑やかに行進する

26.子どもたちも紙旗を持って参加する

28.所有者の田んぼに来ると、紙旗を田んぼに刺し、悪虫退散を願
う

29.本来であれば石碑前で藁人形を焼くが、この年
は雨天のため、翌日に焼いた。黒灰が人形の焼け跡
である。虫追い3日後の撮影 27.紙旗は風で倒れないように、しっかり刺す
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再
び
集
落
に
帰
る
こ
ろ
に
は
雨
に
も
か
か
わ
ら
ず
、行
列
に
加
わ
る
人
た
ち
も
増

え
て
き
た
。田
畑
が
道
路
に
面
し
て
い
な
い
家
で
は
、家
の
門
前
や
道
路
端
の
屋
敷

内
に
紙
旗
を
立
て
か
け
て
い
る
。し
か
し
、あ
い
に
く
の
雨
で
、野の
も
て
た
い

面
平
や
四
し
じ
ゅ
う
わ
た
り

十
渡
の

東
側
の
村
は
ず
れ
の
田
畑
の
方
に
行
く
予
定
は
、と
て
も
こ
の
雨
で
は
行
け
な
い
と

判
断
し
、集
落
だ
け
を
回
っ
て
集
会
所
で
あ
る
飯
豊
生
活
館
前
で
、終
了
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。

雨
さ
え
な
け
れ
ば
、野の
も
て面
に
あ
る
平
耕
地
整
理
功
労
者
の「
佐
藤
辰
間
氏
頌
徳
碑
」

（
昭
和
3
年
5
月
建
立
）前
に
行
き
、人
形
踊
り
を
行
い
、藁
人
形
を
焼
く
の
で
あ
る
が
、

雨
足
が
強
く
天
気
の
回
復
が
見
込
め
な
い
た
め
、中
止
と
な
っ
た
。藁
人
形
は
天
候

を
見
て
後
日
焼
く
こ
と
と
し
た
。飯
豊
で
は
以
前
、藁
人
形
を
こ
の
場
所
に
立
て
か

け
て
お
い
た
が
、15
、6
年
前
ご
ろ
か
ら
藁
人
形
が
く
ず
れ
、み
っ
と
も
な
い
と
の
こ

と
で
燃
や
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た（
写
真
29
）。

藁
人
形
の
行
列
に
対
し
て
、か
つ
て
は
家
の
前
を
通
る
と
人
形
に
餅
を
供
え
た

り
、塩
を
撒
い
た
り
し
た
。ま
た
、藁
人
形
は
今
日
の
よ
う
に
燃
や
さ
れ
た
り
せ
ず
、

村
の
は
ず
れ
に
1
体
ず
つ
置
い
て
き
た
。

生
活
館
に
帰
っ
て
来
た
参
加
者
は
、引
き
続
き
全
員
で
慰
労
会
を
行
っ
た
。

【
飯
豊
の
虫
ボ
イ
の
特
徴
】

飯
豊
の
虫
ボ
イ
の
特
徴
は
、紙
旗
と
藁
人
形
を
賑
や
か
な
笛
や
太
鼓
で
囃
し
な
が

ら
、集
落
や
田
畑
を
巡
り
、悪
虫
退
散
、五
穀
豊
穣
を
唱
え
、集
落
の
境
に
藁
人
形
を

1
体
ず
つ
置
く
行
事
で
あ
っ
た
。し
か
し
、現
在
で
は
そ
の
特
徴
が
変
化
し
、2
体
の

藁
人
形
が
一
緒
に
耕
地
整
理
功
労
者
の
石
碑
の
前
で
燃
や
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

【
行
事
の
存
続
】

人
形
を
作
る
の
は
老
人
層
で
あ
る
が
、若
者
た
ち
も
行
列
に
参
加
す
る
な
ど
、行

事
に
対
す
る
住
民
の
意
識
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。県
の
文
化
財
指
定
で
あ
る
こ
と
に

誇
り
を
感
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。幅
広
い
年
齢
層
の
参
加
は
地
域
の
結

束
に
も
役
立
っ
て
い
る
行
事
で
あ
る
。

30.紙旗には子どもの名前も書かれている
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【
実
施
地
】

三
戸
郡
田
子
町
相
米
細
野

【
地
域
の
概
要
】

細
野
集
落
は
、田
子
町
役
場
よ
り
北
西
に
約
2
キ
ロ
の
と
こ
ろ
に
位
置
し
て
い

る
。国
道
1
0
4
号
か
ら
県
道
21
号
に
入
り
、ほ
ど
な
く
県
道
か
ら
分
か
れ
、西
に
向

か
う
と
戸
数
24
戸
の
細
野
集
落
で
あ
る
。葉
タ
バ
コ
を
始
め
、ニ
ン
ニ
ク
、野
菜
類
、

リ
ン
ゴ
、和
牛（
昭
和
55
年
に
幅
野
義

久
氏
が
農
林
大
臣
賞
受
賞
）、米
な
ど

を
生
産
し
て
い
る
が
、最
近
で
は
会

社
勤
め
の
若
者
が
多
く
な
っ
て
い

る
。

【
行
事
の
名
称
】

細
野
の
虫
ボ
イ

【
行
事
の
由
来
】

田
畑
の
悪
虫
退
散
、五
穀
豊
穣
、家

内
安
全
な
ど
を
祈
願
す
る
が
、い
つ

ご
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
、詳
し
い

由
来
な
ど
は
わ
か
ら
な
い
。

【
実
施
の
月
日
】

旧
暦
6
月
24
日（
平
成
25
年
は
7

月
31
日
）

【
文
化
財
指
定
】

青
森
県
無
形
民
俗
文
化
財

昭
和
58

年（
1
9
8
3
）1
月
20
日
指
定

【
行
事
の
主
体
】

細
野
虫
ボ
イ
保
存
会

【
参
加
者
・
担
い
手
な
ど
】

集
落
住
民
の
老
若
男
女

【
行
事
の
準
備
】

産う
ぶ
す
な
が
み

土
神
で
あ
る
稲
荷
神
社
境
内
で
、

男
は
藁わ
ら

人
形
作
り
、女
は
草
取
り
、清

掃
、直な
お

会ら
い

の
準
備
な
ど
を
行
う
。ま
た
竹

に
吊
る
す
紙
旗
の
文
字
書
き
は
個
人
宅

で
、午
後
か
ら
の
藁
人
形
の
祈
祷
後
に

行
わ
れ
る
直
会
の
御
馳
走
は
、女
た
ち

が
自
宅
で
作
り
持
参
す
る
。

【
人
形
作
り
】

人
形
作
り
は
、藁
の
シ
ベ
取
り
か
ら

始
め
る
。藁
は
、稲
の
品
種
の
中
で
も
背

丈
の
長
い
、つ
が
る
ロ
マ
ン
を
使
用
す
る
。以
前
は
麦
藁（
麦
稈か

ら

）を
使
用
し
た
。

〈
胴
体
、手
、足
〉

①
シ
ベ
を
取
っ
た
藁
3
把
く
ら
い
を
集
め
、穂
先
で
な
い
方
20
セ
ン
チ
く
ら
い
の

と
こ
ろ
を
縄
で
縛
る
。

田た
っ
こ
ま
ち
ほ
そ
の

子
町
細
野
の
虫む

し

ボ
イ

1.集落の稲荷神社

3.神社周辺の草取りをする女性たち 2.和牛が盛んな集落だけあって、稲荷神社には奉納
された牛の絵馬が多い
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②
縛
っ
た
と
こ
ろ
を
軸
に
、穂
先
側
を
外
側
に
す
べ
て
折
り
曲
げ
る
。首
と
な
る
部

分
を
縛
る
と
、頭
部
と
首
、胴
体
の
一
部
が
で
き
る（
写
真
4
）。

③
両
腕
と
す
る
藁
を
、胴
体
と
な
る
頭
部
の
下
の
藁
の
中
に
横
に
し
て
入
れ
る（
写

真
5
）。

④
胴
体
に
は
少
し
多
め
の
藁
を
入
れ
、胸
と
な
る
と
こ
ろ
で
手
足
部
分
が
ほ
ど
け

な
い
よ
う
、し
っ
か
り
と
結
ぶ（
写
真
6
）。

⑤
こ
こ
ま
で
の
作
業
で
は
足
の
部
分
が
短
す
ぎ
る
の
で
、別
の
藁
束
を
胴
体
に
つ

け
加
え
、し
っ
か
り
と
縛
っ
て
お
く（
写
真
7
）。

⑥
上
腕
部
は
、筋
肉
を
強
調
す
る
た
め
、藁
を
折
り
曲
げ
て
膨
ら
み
を
持
た
せ
て
縛

る
。ま
た
、大
腿
部
も
太
さ
を
強
調
す
る
た
め
、折
り
曲
げ
た
藁
を
取
り
つ
け
て
縛
る

（
写
真
8
）。

⑦
足
や
手
の
指
は
、1
本
1
本
丁
寧
に
指
が
見
え
る
よ
う
、細
め
の
藁
で
縛
る（
写
真

9
）。昔
は
1
本
ず
つ
藁
で
指
を
編
ん
で
作
っ
た
と
い
う
。

〈
男
根
、女
陰
の
作
り
方
〉

①
男
根
を
作
る
に
は
藁
束
を
少
し
準
備

し
、根
も
と
数
セ
ン
チ
の
と
こ
ろ
を
縛

り
、さ
ら
に
離
し
て
10
セ
ン
チ
く
ら
い
の

と
こ
ろ
を
、数
本
の
細
い
藁
を
包
む
よ
う

に
編
ん
で
い
く（
写
真
10
）。

②
最
初
に
縛
っ
た
と
こ
ろ
が
内
側
に
な
る
よ
う
、引
っ
く
り
か
え
す
と
膨
ら
み
が

で
き
る（
写
真
11
）。

③
膨
ら
み
の
根
元
側
を
、縄
で
ぐ
る
ぐ
る
巻
き
に
縛
る（
写
真
12
）。

④
睾
丸
は
、縄
を
ぐ
る
ぐ
る
巻
き
で
丸
く
し
、縄
紐ひ
も

を
と
り
つ
け
る（
写
真
13
）。2
つ

作
る
。

⑤
女
陰
は
、藁
の
穂
先
を
相
撲
取
の
下
が
り
の
よ
う
に
垂
れ
下
げ
る
。ほ
か
の
残
っ

た
藁
で
三
つ
編
み
状
に
編
ん
で
い
く（
写
真
14
）。

4.頭、胴体、腕など作成

6.両腕と両足の藁をあてがい、縛る

5.胴体に両腕を挿しこんだ状態

7.足の長さを考え、藁を補充する8.腕と大腿部が盛りあがる
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⑥
50
～
60
セ
ン
チ
く
ら
い
編
み
、三
つ
編
み
を
丸
く
す
る
と
で
き
上
が
り
で
あ
る

（
写
真
15
）。

〈
藁
人
形
の
完
成
〉

2
体
の
藁
人
形
に
は
、額
に
男
は
太
縄
で
、女
は
三
つ
編
み
状
の
太
め
の
縄
を
ハ

チ
マ
キ
の
よ
う
に
巻
き
、顔
の
両
側
に
幣ぬ
さ

を
下
げ
る
。以
前
は
男
女
の
似
顔
絵
を
紙

に
書
き
、そ
れ
ぞ
れ
の
人
形
に
張
り
つ
け
て
い
た
が
、現
在
は
顔
を
描
か
な
い
。藁
人

形
に
男
根
、女
陰
な
ど
を
と
り
つ
け
る
と
完
成
と
な
る
。

【
紙
旗
作
り
】

竹
に
つ
け
る
紙
旗
は
12
本
で
、「
悪
虫
退
散
伍
穀
成
就
家
内
安
全
天
下
泰
平

四
海
万
福
国
土
安
康
」と
大
文
字
で
、左
脇
に
は「
平
成
二
十
五
年
旧
六
月
二
十
四

日

田
子
町
字
細
野
」そ
の
下
に
は
、中
学
生
ま
で
の
子
ど
も
の
名
前
が
小
文
字
で

書
か
れ
て
い
る
。以
前
は
子
ど
も
が
い
る
各
家
々
で
書
い
て
い
た
が
、現
在
で
は
書

の
上
手
な
坂
下
芳
見
さ
ん
に
、竹
に
取
り
つ
け
や
す
い
よ
う
に
細
工
を
し
た
紙
と
、

子
ど
も
た
ち
の
名
前
を
書
い
た
名
簿
を
渡
し
て
書
い
て
も
ら
う（
写
真
17
）。竹
の
種

類
に
決
ま
り
は
な
い
が
、真
っ
す
ぐ
な
竹
が
良
い
と
さ
れ
る
。約
2
4
0
セ
ン
チ
の

長
さ
で
あ
る
。

【
出
発
前
の
神
事
】

藁
人
形
づ
く
り
な
ど
の
作
業
が
終
わ
る
と
拝
殿
内
に
祭
壇
を
設
け
、藁
人
形
を
安

置
す
る
。左
側
に
男
の
藁
人
形
を
、右
側
に
女
の
藁
人
形
を
置
く（
写
真
19
）。神
事
は
、

神
職
に
よ
り
執
り
行
わ
れ（
写
真
20
）、そ
の
後
お
神
酒
上
げ
と
な
る
。お
神
酒
上
げ
の

挨
拶
で
、神
職
は「
細
野（
稲
荷
）神
社
の
恒
例
の
虫
追ぼ

い
の
祭
典
の
儀
、滞
り
な
く
あ

い
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」と
述
べ
、ま
た
、会

長
の
挨
拶
な
ど
の
後
、お
神
酒
を
交
わ
す
。お
神
酒
上
げ
は
盛
大
で
、持
参
し
た
料
理

を
肴
さ
か
な
に
虫
追
い
の
出
発
ま
で
1
時
間
ほ
ど
の
飲
食
で
あ
る（
写
真
21
・
22
）。

【
行
列
に
持
参
す
る
物
】

男
女
の
藁
人
形
、太
鼓
、笛
、手
平
鉦
、紙
旗
、幟

9.指5本ができ上がった。昔は指を1本ずつ編んだ

11.表・裏を引っくり返すと、このような形になる

10.このような状態から男根を作る

12.グロテスクな男根である
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【
集
落
内
の
巡
行
】

午
前
中
か
ら
始
め
た
人
形
作
り
、午
後
の
神
事
、お
神
酒
上
げ
と
進
み
、い
よ
い
よ

藁
人
形
が
集
落
に
繰
り
出
す
時
で
あ
る
。午
後
2
時
50
分
、行
列
の
参
加
者
が
拝
殿

前
に
勢
ぞ
ろ
い
す
る
。男
女
の
藁
人
形
は
拝
殿
前
に
持
ち
出
さ
れ
、藁
人
形
の
持
ち

手
に
よ
っ
て
、男
根
や
女
陰
が
お
神
酒
で
清
め
ら
れ
た
後（
写
真
23
・
24
）、境
内
で
人

形
踊
り
が
始
ま
る
。両
手
で
藁
人
形
を
持
っ
た
2
人
は
、藁
人
形
を
前
に
突
き
出
し
、

笛
、太
鼓
、手
平
鉦（
写
真
25
）に
合
わ
せ
て
本
人
も
踊
り
な
が
ら
、藁
人
形
を
円
を
描

く
よ
う
に
右
、左
と
軽
快
に
振
り
回
す（
写
真
26
）。

13.睾丸は縄を丸めて作る

17.平成25年は12枚の紙旗を、坂下さんに書いても
らった

14.丁寧に編んでいく

15.女陰の完成16.紐がつく紙に祈願文を書いてもらう

19.藁人形2体が祭壇に並ぶ20.虫追いの神事が行われる

18.自分の旗を持つ子ども
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細
野
の
虫
ボ
イ
は
、こ
の
人
形
踊
り
に
特
徴
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。2
人
に
よ
る

絶
妙
な
人
形
踊
り
は
、や
が
て「
何
虫
祭
り
や

ご
じ
ょ
虫
祭
り
や

長
者
殿
の
弔

い
で

赤
い
つ
ぼ
け
ま
い
ら
せ
ろ
」と
唱
え
て
か
ら
、男
女
の
人
形
に
抱
き
合
う
仕

草
を
さ
せ
る
。和
合
の
意
味
で
あ
る
。

人
形
踊
り
を
終
え
た
ら
、神
社
か
ら
幟
を
先
頭
に
太
鼓
2
人
、笛
1
人
、男
女
の
藁

人
形
、手
平
鉦
2
人
、旗
を
持
つ
子
ど
も
、大
人
の
順
で
行
列
は
音
を
奏
で
、藁
人
形

は
く
る
く
る
回
さ
れ
な
が
ら
、集
落
を
進
ん
で
行
く（
写
真
27
）。や
が
て
、集
落
の
中

心
地
の
細
野
バ
ス
停
前
に
来
た
ら
、行
列
は
止
ま
り
、人
形
踊
り
が
行
わ
れ
る（
写
真

28
・
29
）。踊
り
が
終
わ
る
と
一
休
み
し
、そ
の
後
ま
た
行
列
が
動
き
出
す
。集
落
を
進

む
に
し
た
が
い
、太
鼓
の
音
を
聞
い
て
行
列
に
加
わ
る
人
が
お
り
、賑
や
か
さ
が
出

て
き
た
。

行
列
の
一
行
が
細
野
地
区
集
落
セ
ン
タ
ー
前
ま
で
来
る
と
、人
形
踊
り
を
行
い
小

休
憩
と
な
っ
た
。こ
こ
で
は
参
加
者
全
員
で
、記
念
写
真
を
撮
り（
写
真
30
・
31
）、再

び
行
列
が
進
む（
写
真
32
）。行
列
は
集
落
の
野
菜
畑
や
葉
タ
バ
コ
畑
な
ど
の
そ
ば
を

通
り
、最
終
地
に
到
着
し
た
。

い
よ
い
よ
最
後
、ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
。人
形
を
持
つ
2
人
も
、こ
こ
ま
で
く

る
と
調
子
が
出
て
き
た
と
見
え
、2
回
の
踊
り
を
軽
や
か
に
こ
な
し
た
。「
何
虫
祭
り

や

ご
じ
ょ
虫
祭
り
や
…
…
」と
唱
え
、2
体
の
人
形
を
し
っ
か
り
と
抱
き
合
わ
せ
、

男
の
藁
人
形
の
男
根
を
、女
の
藁
人
形
の
女
陰
に
和
合
さ
せ
た（
写
真
33
）。こ
の
状
態

で
、子
ど
も
た
ち
が
持
ち
歩
い
て
き
た
紙
旗
の
竹
を
、12
本
す
べ
て
藁
人
形
の
頭
や
、

胴
体
に
刺
し
込
む（
写
真
34
）。や
が
て
、最
後
と
な
る
人
形
踊
り
を
行
う（
写
真
35
）。

「
何
虫
祭
り
や

ご
じ
ょ
虫
祭
り
や

長
者
殿
の
弔
い
で

赤
い
つ
ぼ
け
ま
い
ら
せ

ろ
」と
唱
え
、集
落
内
を
回
っ
て
悪
虫
を
集
め
て
き
た
2
体
の
藁
人
形
は
、和
合
し
た

ま
ま
紙
旗
と
と
も
に
、村
は
ず
れ
の
道
路
下
の
谷
川
に
投
げ
ら
れ
た（
写
真
36
）。神
社

を
出
て
か
ら
1
時
間
が
経
過
し
て
い
た
。

22.持ち寄った料理や飲み物が振舞われる

23.神社の前に並べられた人形

21.お神酒上げの料理

24.男根をお神酒で清める
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【
細
野
の
虫
ボ
イ
の
特
徴
】

細
野
の
虫
ボ
イ
は
、藁
人
形
と
紙
旗
を
作
り
、集
落
内
を
巡
っ
て
か
ら
村
は
ず
れ

の
谷
川
に
投
げ
て
悪
虫
退
散
を
願
う
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。ま
た
、行
列
の
進
行

中
、人
形
踊
り
な
ど
も
と
も
な
う
。

27.いよいよ藁人形の行列が神社を出発した28.集落の中心地で人形踊りが行われた

30.集落センター前で、記念写真

32.村はずれに向かう藁人形の行列 31.高校生たちも楽しそうに参加する

29.人形踊りはベテランの役割

25.太鼓、笛、手平鉦が音を奏でる26.軽快な音に合わせて出発前の人形踊りが始まる

【
行
事
の
存
続
】

現
状
は
集
落
あ
げ
て
の
行
事
で
あ
り
、ま
た
、県
文
化
財
指
定
と
な
っ
て
い
る
こ

と
も
あ
り
、住
民
の
行
事
に
対
す
る
誇
り
が
あ
る
。今
後
も
存
続
さ
れ
て
い
く
こ
と

で
あ
ろ
う
。
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34.紙旗のついた竹を頭や胴体に刺し込む

36.藁人形2体は、勢いよく村はずれの道路下の谷川に投げられた 35.紙旗がつけられ、和合したままの藁人形踊りが行われる

37.細野の稲荷神社拝殿内に奉納された虫ボイの写真。撮影年代不明

33.男女の藁人形を和合させる
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【
実
施
地
】

三
戸
郡
田
子
町
石
亀
道
地

【
地
域
の
概
要
】

田
子
町
は
青
森
県
の
最
南
部
、岩
手
県
、秋
田
県
と
の
境
に
位
置
す
る
。町
面
積
の

多
く
が
山
地
で
占
め
ら
れ
て
お
り
、町
を
東
西
に
流
れ
る
熊
原
川
と
そ
の
支
流
域
に

沿
っ
て
集
落
が
点
在
し
て
い
る
。基
幹
産
業
は
畑
作
を
中
心
と
し
た
農
業
で
、特
に

ニ
ン
ニ
ク
は
生
産
量
が
日
本
一
で
あ

り
、「
ニ
ン
ニ
ク
の
町
」と
し
て
知
ら

れ
て
い
る
。

調
査
地
の
石
亀
は
、熊
原
川
の
沖

積
地
に
開
け
た
戸
数
74
戸
の
集
落

（
写
真
1
）。町
の
中
央
部
を
東
西
に

走
る
国
道
1
0
4
号
沿
い
に
あ
り
、

昭
和
30
年（
1
9
5
5
）に
上
郷
村
と

田
子
村
が
合
併
し
て
田
子
町
に
な
る

前
は
、上
郷
村
役
場
が
あ
っ
た
。当
時

は
村
の
中
心
地
で
あ
っ
た
が
、現
在

は
過
疎
化
が
進
み
、40
年
前
の
統
計

よ
り
戸
数
も
30
戸
余
り
減
少
し
て
い

る
。

【
行
事
の
名
称
】

も
と
は「
虫
ボ
イ（
虫
追
い
）」だ
っ
た
が
、現
在
の
行
事
形
態
に
な
っ
て
か
ら
は
単

に「
虫
送
り
」と
呼
ん
で
い
る
。

【
行
事
の
由
来
伝
承
】

合
併
前
の
旧
上
郷
村
の
時
代
に
は
、ほ
と
ん
ど
の
集
落
で
行
わ
れ
て
い
た
虫
送
り

（
虫
ボ
イ
）の
行
事
も
、昭
和
30
～
40
年
代
こ
ろ
に
途
絶
え
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
多

か
っ
た
。そ
の
中
で
石
亀
は
平
成
の
時
代
に
な
っ
て
も
行
事
を
続
け
て
い
た
が
、人

形
づ
く
り
の
人
手
不
足
や
集
落
の
高
齢
化
に
よ
る
参
加
者
の
減
少
な
ど
で
15
年
ほ

ど
前
に
中
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。そ
れ
を
石
亀
地
区
自
治
会
長
の
穂
積
倉
二
さ
ん

が
地
区
内
に
あ
る
上
郷
保
育
園
に
協
力
を
呼
び
か
け
、平
成
15
年
に
保
育
園
の
行
事

と
し
て
復
活
さ
せ
た
。現
在
は
園
児
を
主
体
と
し
た
体
験
教
育
の
一
環
と
し
て
実
施

し
て
い
る
。

田
子
町
で
は
復
活
し
た
石
亀
を
加
え
る
と
、現
在
も
飯
豊（
本
書
10
ペ
ー
ジ
）、細
野

（
17
ペ
ー
ジ
）、原（
29
ペ
ー
ジ
）の
4
カ
所
で
虫
送
り
行
事
が
存
続
し
て
お
り
、南
部
地

方
に
お
け
る
も
っ
と
も
濃
密
な
伝
承
地
域
と
な
っ
て
い
る
。石
亀
も
田
子
町
の
他
の

集
落
と
同
じ
く
悪
虫
駆
除
の
行
事
と
し
て
江
戸
時
代
に
始
ま
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
る
。

【
実
施
の
月
日
】

旧
暦
6
月
24
日（
平
成
25
年
は
7
月
31
日
）

【
文
化
財
指
定
】

な
し

【
行
事
の
主
体
】

主
催
者
は
石
亀
地
区
自
治
会（
穂
積
倉
二
会
長
）で
あ
る
が
、行
事
自
体
は
上
郷
保

田た
っ
こ
ま
ち
い
し
が
め

子
町
石
亀
の
虫む

し
お
く送
り

1.石亀集落遠景
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育
園（
工
藤
順
子
園
長
／
社
会
福
祉
法
人「
く
り
の
木
会
」）が
主
体
と
な
っ
て
実
施
さ
れ

る
。

【
参
加
者
・
担
い
手
な
ど
】

石
亀
で
は
、虫
送
り
の
行
列
に
用
い
る
紙
旗
を
幟
の
ぼ
り
ば
た旗（

以
前
は
虫む
し
ば
た旗
と
も
い
っ
た
）と

い
う
が
、こ
れ
を
持
つ
役
目
を
上
郷
保
育
園
の
園
児
た
ち
が
担
う
。行
列
に
は
先
導

役
と
し
て
石
亀
地
区
自
治
会
か
ら
穂
積
会
長
の
ほ
か
数
名
と
、保
育
園
の
職
員
数
名

が
付
き
添
う
。園
児
の
保
護
者
や
地
区
内
の
住
民
は
参
加
し
な
い
。

 

【
行
事
の
実
施
内
容
】

〈
準
備
〉

い
っ
た
ん
中
止
す
る
前
ま
で
の
石
亀
の
虫
送
り
行
事
は
、男
女
2
体
の
藁
人
形
を

作
り
、幟
旗
を
掲
げ
て
お
囃
子

を
奏
で
な
が
ら
集
落
を
め
ぐ

り
、村
は
ず
れ
に
人
形
を
置
い

て
く
る
と
い
う
も
の
で
、飯
豊

や
細
野
な
ど
現
在
も
田
子
町
の

他
地
区
で
行
わ
れ
て
い
る
内
容

と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ
た
。

だ
が
、保
育
園
の
行
事
と
し

て
復
活
し
て
か
ら
は
、人
形
づ

く
り
は
行
わ
ず
、お
囃
子
の
伴

わ
な
い
幟
旗
の
行
列
の
み
と

い
う
大
幅
に
簡
略
化
さ
れ
た
も

の
に
な
っ
た
。そ
の
た
め
、特
に

準
備
に
時
間
を
要
す
る
こ
と
は
な

く
、用
意
す
る
も
の
も
竹
と
虫
送

り
祈
願
の
文
字
を
書
い
た
紙
だ
け

で
あ
る
。

午
前
10
時
こ
ろ
、上
郷
保
育
園

の
職
員
が
虫
送
り
に
用
い
る
篠
竹

を
2
～
2
・
5
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の

長
さ
に
切
り
揃
え
、竹
の
先
の
ほ

う
だ
け
葉
を
残
し
、そ
の
下
に
白

い
紙
旗
を
く
く
り
付
け
る
（
写
真

3
）。紙

旗
に
は
他
の
虫
送
り
行
事

で
見
ら
れ
る
も
の
と
同
じ
く「
悪
虫
退
散
五
穀
成
就
家
内
安
全
天
下
泰
平
」「
悪

虫
退
散
五
穀
豊
穣
四
海
満
福
国
土
安
康
」と
書
い
て
あ
り
、そ
の
下
に
虫
送
り
に

参
加
す
る
園
児
た
ち
ひ
と
り
ひ
と
り
の
名
前
が
ひ
ら
が
な
で
記
さ
れ
て
い
る（
写
真

4
）。

〈
出
発
前
の
お
話
〉

10
時
30
分
、保
育
園
の
玄
関
前
に
年
長
組
12
名（
男
の
子
6
名
、女
の
子
6
名
）の
園

児
が
整
列
し
、虫
送
り
行
事
が
始
ま
る
。初
め
に
工
藤
園
長
の
挨
拶
が
あ
り
、続
い
て

自
治
会
長
の
穂
積
さ
ん
が
行
事
の
意
味
を
説
明
す
る（
写
真
5
）。

「
虫
送
り
は
石
亀
に
ず
っ
と
昔
か
ら
伝
わ
っ
て
い
る
行
事
で
す
。お
花
や
野
菜
に

悪
い
虫
が
つ
か
な
い
よ
う
に
、た
く
さ
ん
採
れ
る
よ
う
に
、こ
こ
の
上
郷
保
育
園
か

ら
八
幡
神
社
ま
で
み
な
さ
ん
と
一
緒
に
歩
い
て
悪
い
虫
を
追
い
払
い
ま
す
。み
な
さ

2.虫送りの出発地、上郷保育園

3.竹は穂積さんが前日に付近の山から採取してきたもので、20
本ほど用意する
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ん
の
心
の
中
に
も
悪
い
虫
が
入
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
か
ら
、そ
れ
も
一
緒
に

追
い
払
い
ま
し
ょ
う
」

話
を
聞
い
て
大
き
な
声
で「
は
い
！
」と
答
え
る
園
児
た
ち
に
、そ
れ
ぞ
れ
名
前
の

つ
い
た
幟
旗
を
一
本
ず
つ
渡
し
た
後（
写
真
6
）、女
の
子
と
男
の
子
が
互
い
違
い
に

一
列
に
な
り
保
育
園
を
出
発
す
る（
写
真
7
）。

〈
虫
送
り
の
行
列
〉

中
断
前
の
虫
ボ
イ（
虫
送
り
）の
コ
ー
ス
は
、集
落
の
西
側
に
あ
る
産う
ぶ
す
な
が
み

土
神
の
石
亀

神
社（
薬
師
様
）で
お
神
酒
あ
げ
を
し
た
後
、男
女
の
藁
人
形
と
幟
旗
を
持
っ
て
出
発

し
、笛
、太
鼓
、手て
び
ら
が
ね

平
鉦
を
鳴
ら
し
な
が
ら
集
落
内
を
め
ぐ
り
、東
は
ず
れ
の
若
宮
八

幡
宮
に
至
る
も
の
で
あ
っ
た
。ま
た
、石
亀
に
は
田
子
神
楽
の
権
現
舞
の
系
統
を
引

く
石
亀
神
楽
が
伝
承
さ
れ
て
い
た
の
で
、か
つ
て
の
虫
ボ
イ
行
列
に
は
獅
子
頭（
権
現

様
）を
奉
ず
る
獅
子
舞
が
随
行
し
、集
落
の
家
々
を
お
祓は
ら

い
し
て
ま
わ
っ
た
。昭
和
40

年
代
ま
で
は
保
存
会
が
あ
り
活
動
し
て
い
た
が
、後
継
者
不
足
の
た
め
現
在
は
継
承

が
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
の
が
惜
し
ま
れ
る
。

上
郷
保
育
園
は
集
落
の
東
側
、人
家
が
途
切
れ
る
場
所
に
あ
る
。こ
の
た
め
、門
を

出
る
と
す
ぐ
に
両
側
に
田
ん
ぼ
の
広
が
る
一
本
道
に
出
て
、ま
っ
す
ぐ
若
宮
八
幡

宮
へ
向
か
う（
写
真
8
・
9
）。本
来
は
大
人
た
ち
が
沿
道
に
出
て
、子
ど
も
た
ち
の
行

列
を
見
守
る
の
か
と
思
う
が
、集
落
内
を
通
ら
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
住
民
の
姿
は
な

く
、地
域
全
体
の
行
事
と
し
て
認
知
さ
れ
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ

る
。幟

旗
の
長
さ
は
園
児
た
ち
の
身
体
に
余
る
が
、元
気
な
足
取
り
で
歩
み
を
進
め

る
。行
列
の
先
導
役
の
穂
積
自
治
会
長
が
手
に
持
つ
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
か
ら
聴
こ

4.虫送り祈願の文字も、穂積さんが毎年書いている

5.虫送りの出発前に、工藤順子園長（左）と穂積倉二自治会長の
お話がある

6.自分の背丈の3倍以上ある幟旗に「長～い」と驚きながらも、誇
らしげに高く掲げる子どもたち
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11.子どもたちが持ってきた幟旗を、若宮八幡宮前の田んぼ脇に立てる

え
て
く
る
の
は
、か
つ
て
の
虫
送
り
で
奏

さ
れ
た
お
囃
子
で
あ
る
。

〈
幟
旗
を
立
て
る
〉

保
育
園
か
ら
1
キ
ロ
ほ
ど
で
国
道

1
0
4
号
を
前
に
鳥
居
が
立
つ
若
宮
八

幡
宮
に
到
着
す
る
。こ
こ
で
穂
積
自
治
会

長
が
園
児
た
ち
が
持
ち
運
ん
で
き
た
幟

旗
を
ひ
と
つ
に
ま
と
め
、国
道
を
挟
ん
で

神
社
の
向
か
い
に
あ
る
電
信
柱
に
く
く

り
付
け
る（
写
真
11
・
12
）。中
断
前
に
は
こ

こ
に
男
女
2
体
の
藁
人
形
も
置
い
た
。

田
子
町
内
で
現
在
も
虫
ボ
イ（
虫
送

り
）を
行
っ
て
い
る
飯
豊
で
は
男
女
2
体
の
藁
人
形
を
一
緒
に
焼
い
て
お
り（
以
前
は

男
女
別
々
の
場
所
に
置
い
て
く
る
だ
け
で
、焼
か
な
か
っ
た
）、ま
た
、細
野
で
は
男
女
2

体
を
合
体
さ
せ
て
か
ら
谷
底
に
投
げ
込
ん
で
い
る
。石
亀
で
は
焼
い
た
り
流
し
た
り

せ
ず
に
、そ
の
ま
ま
翌
年
ま
で
放
置
し
た
も
の
と
い
う
。

『
田
子
町
誌
』に
よ
れ
ば
、か
つ
て
田
子
町
の
各
集
落
で
行
わ
れ
て
い
た
虫
ボ
イ
で

は
、「
2
体
を
合
わ
せ
て
下
手
に
置
く
と
こ
ろ（
下
田
子
）、川
上
に
男
、川
下
に
女
を
流

す
と
こ
ろ（
上
相
米
）、2
体
合
わ
せ
て
川
に
流
し
た
と
こ
ろ（
池
振
）、壊
し
て
火
を
つ

け
て
燃
や
す
と
こ
ろ（
夏
坂
）」な
ど
い
ろ
い
ろ
で
あ
っ
た
と
い
う
。行
事
の
内
容
は
大

筋
で
は
似
通
っ
て
い
た
が
、人
形
の
扱
い
に
関
し
て
は
そ
れ
ぞ
れ
違
い
が
あ
っ
た
よ

う
で
あ
る
。

幟
旗
を
立
て
終
わ
る
と
、園
児
た
ち
は
石
段
を
登
っ
て
若
宮
八
幡
神
社
に
参
拝
し 7.幟旗を掲げて保育園を出発する園児たち

8.穂積さんを先頭に若宮八幡宮へ向けて行進する9.正面の山の麓に若宮八幡宮がある

10.穂積さんが持つテープレコーダーから囃子が流れる
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（
写
真
13
・
14
）、再
び
田
ん
ぼ
の
一
本
道
を
通
っ
て
保
育
園
へ
帰
る
。こ
れ
で
往
復
約

2
キ
ロ
、約
1
時
間
に
及
ん
だ
虫
送
り
行
事
は
終
了
と
な
る
。

 

【
行
事
の
存
続
】

石
亀
の
虫
送
り
は
、上
郷
保
育
園
の
理
解
と
協
力
の
も
と
、石
亀
地
区
自
治
会
長

の
穂
積
倉
二
さ
ん
個
人
の
尽
力
に
よ
り
復
活
、存
続
し
て
い
る
面
が
大
き
い
。た
だ
、

中
断
前
の
集
落
あ
げ
て
の
行
事
と
異
な
り
、住
民
参
加
が
得
ら
れ
て
い
な
い
の
が
、

物
足
り
な
く
も
あ
る
。そ
の
点
に
つ
い
て
穂
積
さ
ん
は「
ど
こ
も
そ
う
だ
が
、高
齢
化

が
進
み
、若
い
人
が
い
な
い
。た
だ
、失
く
す
の
は
簡
単
だ
が
、繫
げ
て
い
く
努
力
も

13.通称八幡様と呼ばれ
る若宮八幡宮。虫送りの
人形と幟旗は、古くはこ
の裏山に置くのが習わ
しであったという

14.子どもたちが最後に八
幡様に手を合わせ、虫送り
行事を終える

12.幟旗には、虫を追い払い村境を守る願いが込められている

必
要
。虫
送
り
本
来
の
姿
で
は
な
い
略
式
の
行
事
内
容
だ
が
、形
に
こ
だ
わ
ら
ず
心

だ
け
で
も
伝
え
て
い
け
れ
ば
と
の
思
い
で
続
け
て
い
る
」と
お
っ
し
ゃ
る
。

確
か
に
行
事
や
民
俗
芸
能
が
一
度
途
絶
え
て
し
ま
う
と
、そ
れ
を
長
い
間
繫
い
で

き
た
人
び
と
の
心
も
同
時
に
失
う
こ
と
に
な
る
。特
に
未
来
あ
る
子
ど
も
た
ち
に
そ

の
心
を
伝
え
て
い
く
の
は
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

田
子
町
に
は
上
郷
保
育
園
と
田
子
保
育
園
の
2
つ
の
保
育
園
が
あ
る
が
、平
成
25

年
度
に
18
人
だ
っ
た
上
郷
保
育
園
の
園
児
は
、平
成
26
年
度
に
11
人
に
減
少
す
る
と

い
う
。上
郷
地
区
の
高
齢
化
と
児
童
数
の
減
少
は
今
後
も
進
む
の
は
確
実
で
、近
い

将
来
、上
郷
保
育
園
が
町
の
中
心
地
区
に
あ
る
田
子
保
育
園
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
も

あ
り
う
る
。そ
の
場
合
は
園
児
に
よ
る
虫
送
り
行
事
の
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
る
こ
と
に

な
り
、現
時
点
で
は
そ
れ
が
最
も
大
き
な
不
安
材
料
と
な
っ
て
い
る
。
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【
実
施
地
】

三
戸
郡
田
子
町
原
字
原

【
地
域
の
概
要
】

田
子
町
役
場
の
南
西
、秋
田
街
道（
国
道
1
0
4
号
）に
沿
っ
た
集
落
で
、西
は
石

亀
集
落
と
境
を
な
す
。南
の
熊
原
川
の
川
向
う
は
飯
豊
集
落
で
あ
る
。さ
ら
に
南
は

岩
手
県
で
あ
る
。米
、葉
タ
バ
コ
、ニ
ン
ニ
ク
、ブ
ド
ウ
、野
菜
な
ど
を
生
産
す
る
戸
数

40
戸
の
集
落
で
あ
る
。

【
行
事
の
名
称
】

原
の
虫
ボ
イ

【
行
事
の
由
来
】

田
畑
に
被
害
を
与
え
る
悪
虫
追
い
の
行
事
で
あ
る
が
、い
つ
ご
ろ
か
ら
始
ま
っ
た

の
か
、ど
の
よ
う
な
由
来
が
あ
る
の
か
不
明
で
あ
る
。

【
実
施
の
月
日
】

8
月
4
日（
日
）（
以
前
は
、旧
暦
6
月
24
日
。現
在
は
旧
暦
6
月
24
日
に
近
い
日
曜
日
）

【
文
化
財
指
定
】

な
し

【
行
事
の
主
体
】

原
自
治
会

【
参
加
者
・
担
い
手
な
ど
】

集
落
住
民
の
老
若
男
女

【
行
事
の
準
備
】

午
後
3
時
ご
ろ
よ
り
、行
列
の
準

備
を
都
市
農
村
交
流
セ
ン
タ
ー
前
広

場
で
行
う
。軽
ト
ラ
ッ
ク
1
台（
固
定

す
る
椅
子
2
脚
）、幟
2
本（「
伝
統
芸

能
虫
追
い
祭
り
原
自
治
会
」「
伝
統
芸

能
原
大
神
楽
原
自
治
会
」の
文
字
有

り
）、太
鼓
2
張は
り

、笛
5
本
、手
平
鉦
4

口
、半は
ん
て
ん纏

12
枚
、豆
絞
り
の
手
拭
12
本

（
写
真
4
）な
ど
を
準
備
す
る
。紙
旗

は
、22
枚
の
紙
に「
悪
虫
退
散
五
穀

豊
穣
四
海
万
福
天
下
泰
平
家
内

安
全
」の
文
字
を
書
き
、葉
の
つ
い
た

長
さ
3
・
５
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
竹

に
、一
枚
ず
つ
縛
り
つ
け
る（
写
真
2
・
3
）。

【
集
落
内
の
巡
行
】

虫
追
い
行
事
の
準
備
が
で
き
る
と
、特
別
な
神
事
な
ど
は
な
く
、都
市
農
村
交
流

セ
ン
タ
ー
前
の
広
場
か
ら
、3
時
30
分
ご
ろ
行
列
が
石
亀
方
面
に
向
け
て
出
発
し

た
。半

纏
を
着
た
案
内
人
を
先
頭
に
、「
虫
追
い
祭
り
」や「
原
大
神
楽
」と
書
か
れ
た
幟

を
持
っ
た
2
人
が
並
ん
で
進
む（
写
真
6
）。太
鼓
叩
き
は
、軽
自
動
車
の
荷
台
に
固
定

さ
れ
た
太
鼓
を
、椅
子
に
座
っ
て
叩
い
て
い
る（
写
真
7
）。ト
ラ
ッ
ク
の
後
方
に
は
、

笛
吹
き
の
５
人
、手
平
鉦
が
4
人
、22
本
の
旗
を
持
つ
大
人
や
子
ど
も
な
ど
総
勢
30

田た
っ
こ
ま
ち
は
ら

子
町
原
の
虫む

し

ボ
イ

1.原館跡が残る原集落は、国道104号に沿った戸数40戸の集落である
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人
の
行
列
で
あ
る（
写
真
5
）。太
鼓
の
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
て
、笛
の
音
色
と
手
平
鉦
の

チ
ャ
カ
チ
ャ
カ
の
音
と
で
、賑
や
か
な
行
列
で
あ
る
。

村
は
ず
れ
の
ヘ
ア
サ
ロ
ン
佐
藤
店
宅
前
で
小
休
憩
し
た
虫
追
い
行
列
参
加
者
は

（
写
真
10
）、再
び
太
鼓
の
音
で
行
列
を
整
え
、進
行
す
る
。佐
藤
店
宅
前
は
、現
在
折
り

2.竹に祈願の文字を書いた紙をとりつける

3.完成した紙旗 4.10人分以上の半纏と豆絞りの手拭いが用意され
た

5.笛、手平鉦、紙旗持ちの行列6.「虫追い祭り」の幟と、「原大神楽」の幟が先頭を進行する

7.固定された荷台の太鼓を、2人が椅子に座って叩いている。ト
ラックにも紙旗が１本

8.風があると、紙旗が揺れて行列に虫が飛んできそうである
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返
し
場
所
と
な
っ
て
い
る
が
、以
前
は
石
亀
の
境
、若
宮
八
幡
神
社
辺
り
ま
で
行
っ

て
い
た
。

行
列
は
、音
だ
け
の
進
行
で
、唱と
な

え
こ
と
ば
な
ど
は
な
い
が
、と
て
も
賑
や
か
に
見

え
て
く
る
の
が
不
思
議
で
あ
る
。

虫
追
い
行
列
の
2
度
目
の
休
憩
場
所
は
、諏
訪
神
社
の
大
き
な
鳥
居
が
あ
っ
た
場

所
付
近
で
あ
る
。こ
の
場
所
に
は
、中
世
の
原
館
跡
と
標
さ
れ
た
石
標
柱（
写
真
14
）が

あ
り
、現
在
原
地
区
の
中
心
地
と
い
え
る
場
所
で
も
あ
る
。真
夏
の
太
陽
が
照
り
つ

け
る
ほ
ど
で
は
な
い
が
、暑
さ
は
厳
し
く
、自
治
会
で
は
全
員
に
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム

を
配
り
、休
息
を
取
ら
せ
て
い
た（
写
真
15
）。交
流
セ
ン
タ
ー
を
出
発
し
て
か
ら
既
に

1
時
間
が
経
過
し
て
い
る
。

い
よ
い
よ
最
後
の
虫
追
い
行
列
が

出
発
し
た（
写
真
16
）。太
鼓
と
笛
、手

平
鉦
が
音
を
奏
で
、風
で
紙
旗
が
大

き
く
揺
れ
て
い
る
。そ
の
揺
れ
て
い

る
紙
旗
を
、女
性
が
行
列
か
ら
離
れ
、

道
路
の
下
に
あ
る
自
分
の
畑
に
刺
し

て
い
た（
写
真
17
）。交
流
セ
ン
タ
ー

が
近
づ
い
て
き
た（
写
真
19
）。広
場

に
太
鼓
を
乗
せ
た
軽
ト
ラ
ッ
ク
が
帰

り
着
き
、最
後
の
虫
送
り
の
太
鼓
が

止
ん
だ（
写
真
20
）。1
時
間
15
分
の

道
の
り
で
あ
っ
た
。

紙
旗
は
そ
れ
ぞ
れ
、自
分
の
田
畑

に
持
ち
帰
る
。交
流
セ
ン
タ
ー
の
近
く
に
あ
る
畑
に
も
、さ
っ
そ
く
紙
旗
を
刺
す
光

景
が
見
ら
れ
た（
写
真
21
・
22
）。

集
落
内
を
一
巡
し
て
き
た
参
加
者
た
ち
は
、交
流
セ
ン
タ
ー
の
和
室
に
集
ま
り
、

懇
親
会
が
盛
大
に
始
ま
っ
た（
写
真
23
）。料
理
の
御
馳
走
は
、お
昼
過
ぎ
か
ら
女
性
た

10.村外れでの小休憩。以前は石亀との境まで行っ
たが、いまは手前で折り返している

11.折り返し後、進行する行列

12.淡々と太鼓に導かれるように進行する13.2回目の休憩場所付近には、諏訪神社の大きな鳥
居があった

9.子ども、若者、老人と参加者は幅広い
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14.2度目の小休憩である15.休憩で子どもたちはアイスクリームをもらう

16.休憩が終わり、虫追い行列が幟を先頭に集落内
を回る

17.自分の家の畑に紙旗を刺すため、行列から離れ、
畑に向かう

18.畑に紙旗が刺された

ち
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
た
。本
場
の
手
作
り
せ
ん
べ
い
汁（
写
真
24
）が
あ
っ
た
。

【
昔
の
虫
追
い
】

村
内
に
は
町
指
定
の
史
跡
と
な
っ
て
い
る
原
館
跡
が
あ
り
、そ
の
付
近
に
は
現

在
諏
訪
神
社
が
あ
る
。原
館
跡
の
石
標
柱
が
国
道
1
0
4
号
の
道
路
端
に
あ
る
が
、

か
つ
て
そ
の
辺
り
に
大
き
な
鳥
居
が
あ
っ
た
。以
前
の
虫
追
い
行
列
は
、交
流
セ
ン

タ
ー
で
は
な
く
、諏
訪
神
社
の
大
き
な
鳥
居
か
ら
出
発
し
て
い
た
。麦
藁（
稈
）で
虫
追

い
人
形
を
作
り
、村
内
を
回
っ
て
石
亀
集
落
と
の
境
の
若
宮
八
幡
宮
そ
ば
に
、虫
追

い
人
形
が
安
置
さ
れ
た
。当
時
は
行
列
に
参
加
す
る
子
ど
も
が
多
く
、石
亀
と
の
境

19.交流センターはもう目の前である

20.広場で最後の太鼓が叩かれる
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で
は
両
村
の
虫
追
い
行
事
が
、同
日
同
時
刻
に
な
る
た
め
、大
騒
ぎ
に
な
っ
た
と
い

わ
れ
る
。現
在
は
両
村
と
も
虫
追
い
人
形
は
、製
作
し
て
い
な
い
。

【
原
の
虫
追
い
の
特
徴
】

紙
旗
を
作
り
、集
落
を
巡
っ
て
自
家
の
田
畑
に
紙
旗
を
刺
し
な
が
ら
進
行
す
る
と

22.自分の畑に旗を刺す親子

こ
ろ
に
、原
の
虫
追
い
の
特
徴
が
あ
る
。笛
、太
鼓
、手
平
鉦
な
ど
で
囃
し
な
が
ら
の
行

列
は
他
村
と
似
て
い
る
。

【
行
事
の
存
続
】

行
事
の
開
催
日
が
日
曜
日
に
変
更
に
な
っ
た
た
め
、若
者
の
参
加
が
目
立
つ
。行

事
終
了
後
の
懇
親
会
に
は
多
く
の
老
若
男
女
が
集
ま
る
な
ど
、住
民
に
理
解
さ
れ
て

い
る
行
事
で
あ
る
。

21.交流センター裏手の畑で、子どもが畑に旗を刺
している

24.手作りのせんべい汁25.ナスのニンニク入り味噌煮

23.賑やかに懇親会が始まった
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【
実
施
地
】

三
戸
郡
南
部
町
相
内

【
地
域
の
概
要
】

南
部
町
は
、三
戸
郡
内
の
東
部
に
位
置
し
、東
は
八
戸
市
、北
か
ら
西
に
か
け
て
五

戸
町
、三
戸
町
、南
は
岩
手
県
境
に
接
す
る
。

相
内
集
落
は
、戸
数
2
2
0
戸
、南
部
町
役
場
の
南
西
約
8
キ
ロ
の
地
点
に
あ
り
、

阿あ
ぼ
う
き
ゅ
う

房
宮（
食
用
菊
）、ネ
ギ
、サ
ヤ
エ
ン
ド
ウ
、カ
ボ
チ
ャ
な
ど
の
野
菜
や
果
樹
、米
を
生

産
す
る
農
村
地
帯
で
あ
る
。な
お
阿
房
宮
は
相
内
が
原
産
地
と
い
わ
れ
、こ
と
の
ほ

か
生
産
農
家
が
多
い
。昭
和
の
初
め
ご
ろ
、麦
畑
を
田
ん
ぼ
に
変
え
て
い
る
。

【
行
事
の
名
称
】

相
内
の
人
形
ま
つ
り

【
行
事
の
由
来
】

記
録
は
な
い
が
、古
老
た
ち
の
話
に
よ
れ
ば
、曾
祖
父
の
子
ど
も
の
こ
ろ
に
は

あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。と
す
れ
ば
、江
戸
末
期
に
は
既
に
あ
っ
た
と
推
定
で
き

る
。戦
前
は
一
時
途
絶
え
た
が
、戦
後
間
も
な
く
復
活
し
た
。昔
は
虫
送
り
と
言
っ
て

い
た
が
、現
在
で
は
人
形
ま
つ
り
と
言
っ
て
い
る
。

【
実
施
の
月
日
】

8
月
16
日

【
文
化
財
指
定
】

な
し

【
行
事
の
主
体
】

相
内
町
内
会
で
、町
内
会
長
を
中

心
に
行
わ
れ
る
。

【
参
加
者
・
担
い
手
な
ど
】

相
内
町
内
会
が
主
体
で
あ
る
が
、

消
防
団
、防
除
組
合
、水
利
組
合
、子

ど
も
会
が
協
力
。

【
行
事
の
実
施
内
容
】

〈
準
備
〉

町
内
の
大
人
た
ち
に
よ
り
、神
明

宮
境
内
で
人
形
作
り
を
行
う
。人
形

の
藁わ
ら

は
、荷
台
に
山
積
み
し
た
軽
ト

ラ
ッ
ク
1
台
分
が
必
要
で
あ
る
。南

部
せ
ん
べ
い
は
、お
店
か
ら
購
入
す

る
が
、せ
ん
べ
い
を
青
竹
や
割
り
ば
し
に
刺
し
て
の
準
備
は
、各
家
々
で
行
う
。

〈
獅
子
舞
・
火
伏
神
楽
奉
納
〉

人
形
作
り
に
取
り
掛
か
る
前
に
、獅
子
舞
が
神
明
宮
で
奉
納
さ
れ
た（
写
真
2
）。昔

か
ら
の
習
わ
し
で
あ
る
。こ
の
獅
子
舞
は
火
伏
神
楽
と
言
わ
れ
、人
形
ま
つ
り
の
行

列
に
帯
同
し
、舞
が
披
露
さ
れ
る
。獅
子
頭
は
寛
政
5
年（
1
7
9
3
）の
作
で
あ
る
。

〈
人
形
作
り
〉

①
人
形
の
芯
材
と
な
る
生
木
を
2
体
分
準
備
す
る
。胴
体
や
足
と
な
る
部
分
は
、Y

字
形
に
切
る
。手
の
部
分
も
必
要
な
の
で
横
棒
の
芯
材
も
切
る（
写
真
3
）。

②
藁
人
形
を
作
る
に
は
、藁
の
シ
ベ
取
り
が
必
要
で
あ
る
た
め
、手
分
け
し
て
作
業

南な
ん
ぶ
ち
ょ
う
あ
い
な
い

部
町
相
内
の
人に

ん
ぎ
ょ
う形
ま
つ
り

1.相内集落
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を
す
る（
写
真
4
）。昔
は
麦む
ぎ
か
ら稈
で
の
人
形
作
り
で
あ
っ
た
。

③
①
で
作
っ
た
Y
字
形
の
芯
材
の
、ま
ず
足
の
部
分
に
藁
を
巻
き
つ
け
る（
写
真

5
）。胴
体
部
分
に
も
藁
を
巻
き
つ
け
る
。芯
材
の
木
が
中
心
に
な
る
よ
う
に
気
を
つ

け
、藁
を
縛
っ
て
は
太
く
し
て
巻
き
つ
け
る
。胴
体
と
足
に
は
さ
ら
に
藁
を
補
充
し

て
い
く（
写
真
6
）。

④
手
と
な
る
軸
棒
を
横
に
取
り
つ
け
て
お
く（
写
真
5
）。

⑤
足
に
は
足
首
が
必
要
な
た
め
、軸
の
木
は
足
首
ま
で
と
し
、足
の
甲
は
曲
が
ら
な

い
よ
う
に
し
て
お
く
。

⑥
手
と
な
る
部
分
に
も
、藁
を
巻
い
て
い
く（
写
真
7
）。

⑦
藁
人
形
は
人
間
の
身
長
よ
り
高
い
た
め
、5
、6
人
が
か
り
で
作
業
を
進
め
る

（
写
真
8
）。

⑧
男
の
頭
部
は
藁
を
少
し
長
く
巻
く
。顔
と
丁
ち
ょ
ん
ま
げ
髷
に
す
る（
写
真
9
）。

⑨
女
の
人
形
も
男
と
同
様
に
作
る
が
、頭
は
丁
髷
で
は
な
く
、顔
の
部
分
を
開
け
た

藁
帽
子
風
の
被
り
物
と
す
る（
写
真
10
）。

⑩
藁
人
形
の
手
足
の
指
は
、一
本
、一
本
丁
寧
に
藁
を
縛
り
、そ
れ
ら
し
く
仕
上
げ

る（
写
真
11
）。

⑪
藁
人
形
の
形
が
整
っ
た
ら
、人
形
を
起
し
、担
ぎ
棒
を
人
形
の
左
右
に
し
っ
か
り

2.神明宮で藁人形作りの前に獅子舞を奉納3.藁人形の芯材である生木を切る

6.芯材に藁を巻きつけて胴体、足とする。手前の木は
頭になる藁をとりつけるところ。左右の木は手とな
る

4.藁のシベ取りは、手分けして行う5.人形は生木を芯材にして、芯材に藁を巻いて作
る。足に藁を取りつけている。横の棒は手となる

7.胴体、足を作りながら、手と頭へと作業が進む
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と
縛
り
、取
り
つ
け
る（
写
真
12
）。

⑫
男
性
の
象
徴
で
あ
る
男
根
は
、キ
ュ
ウ
リ
と
ジ
ャ
ガ
イ
モ
で
作
る（
写
真
13
）。

⑬
女
性
は
胸
の
膨
ら
み
を
強
調
す
る
た
め
、カ
ボ
チ
ャ
を
お
っ
ぱ
い
に
し
、カ
ボ

チ
ャ
の
膨
ら
み
を
緑
の
ネ
ッ
ト
で
覆
う（
写
真
14
・
15
）。こ
こ
ま
で
で
き
る
と
藁
人
形

の
完
成
で
あ
る
。

〈
藁
人
形
完
成
後
〉

藁
人
形
の
完
成
を
見
越
し
て
、境
内
に
子
ど
も
た
ち
や
父
兄
が
南
部
せ
ん
べ
い
を

持
っ
て
、集
ま
っ
て
き
た（
写
真
16
）。自
分
の
体
で
悪
い
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
、南
部
せ

ん
べ
い
で
さ
す
り
、そ
の
せ
ん
べ
い
を
竹
や
割
り
ば
し
に
刺
し
て
、藁
人
形
に
悪
い

も
の
を
持
っ
て
行
っ
て
も
ら
お
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

藁
人
形
の
前
を
行
進
す
る
紙
旗
は
、竹
に
取
り
つ
け
ら
れ
準
備
が
で
き
て
い
る
。

こ
の
紙
旗
に
書
か
れ
た
文
字
は
、「
悪
虫
退
治
」2
枚
、「
五
穀
豊
穣
」2
枚
、「
無
病
息

災
」2
枚
、「
天
下
泰
平
」2
枚
、「
家
内
安
全
」1
枚
、「
交
通
安
全
」1
枚
の
計
10
枚
で

8.藁の巻きつけは、太くするため人手が必要である

9.男の藁人形の頭は丁髷とする

11.指は一本一本丁寧に作られる 10.女の藁人形の頭には、藁帽子風の物を被せる

13.男性の象徴は、キュウリとジャガイモで作る 12.藁人形を担ぐ棒は、しっかりと固定する
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あ
る（
写
真
17
）。笛
の
練
習
も
す
で
に
境
内
で
始
ま
っ
て
い
る（
写
真
18
）。

〈
出
発
前
の
儀
式
〉

男
女
2
体
の
藁
人
形
は
、神
明
宮
の
拝
殿
前
に
安
置
さ
れ
た
。拝
殿
を
背
に
、右
に

男
、左
に
女
の
藁
人
形
が
獅
子
頭
と
と
も
に
並
ん
だ（
写
真
19
）。

人
形
ま
つ
り
の
関
係
者
が
藁
人
形
の
前
に
集
ま
り
、二
拝
、二
拍
手
、一
拝
の
作
法

を
行
い
、の
ち
獅
子
舞
が
藁
人
形
の
前
で
披
露
さ
れ
た（
写
真
20
・
21
）。舞
に
は「
町
内

安
全

交
通
安
全

天
下
泰
平

五
穀
豊
穣

無
病
息
災

火
伏
ご
祈
祷
」の
唱
え

こ
と
ば
が
入
る
。

〈
集
落
内
の
巡
行
〉

獅
子
舞
が
終
わ
る
と
、い
よ
い
よ
藁
人
形
の
行
列
が
動
き
出
す
。紙
旗
を
持
つ
子

ど
も
た
ち
を
先
頭
に（
写
真
22
）、藁
人
形
、獅
子
頭
を
持
つ
舞
人
、笛
の
4
人
、手て
び
ら
が
ね

平
鉦

の
4
人
、台
車
に
乗
せ
ら
れ
た
2
つ
の
太
鼓
を
叩
く
人
、ほ
か
に
父
兄
、関
係
者
な
ど

総
勢
40
人
ほ
ど
で
あ
る（
写
真
23
・
24
）。

揃
い
の
阿
房
宮（
食
用
菊
）の
菊
花
を
染
め
た
法は
っ
ぴ被
を
着
た
人
た
ち
の
笛
、太
鼓
、手

平
鉦
な
ど
を
奏
で
る
音
に
誘
わ
れ
、南
部
せ
ん
べ
い
を
持
つ
人
々
が
道
路
に
出
て
き

て
、藁
人
形
に
自
分
の
体
の
悪
い
部
分
を
な
で
た
せ
ん
べ
い
を
刺
し
、拝
ん
で
い
る

（
写
真
25
・
26
）。

「
ダ
ダ
ダ
コ
ダ
ン
ダ
ン
」の
太
鼓
の
音

や
笛
、鉦
で
賑
や
か
な
行
列
は
集
落
内
を

周
回
す
る
よ
う
に
進
み
、相
内
町
内
会
館

前
広
場
で
休
憩
と
な
っ
た
。休
憩
後
、藁

人
形
の
前
で
獅
子
舞
が
披
露
さ
れ
た（
写

真
27
）。周
辺
の
人
た
ち
も
せ
ん
べ
い
を
持

ち
な
が
ら
家
か
ら
出
て
き
た
た
め
、こ
と

の
ほ
か
賑
や
か
で
あ
る
。舞
が
途
中
止
む

と「
相
内
神
明
皇
大
神
宮
ご
祈
祷
家

14.胸の膨らみはカボチャで作る

16.完成した藁人形にせんべいを刺す親子

15.胸の膨らみのカボチャは、緑のネットで覆う

18.笛の練習は、神社の境内で本番前に行う 17.竹につけられた「悪虫退治」などと書かれた紙旗
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内
安
全
交
通
安
全
火
伏
ご
祈
祷
」の
唱
え
こ
と
ば
が
あ
り
、再
び
獅
子
舞
が
舞
わ

れ
た
。

休
憩
を
終
え
た
ら
、最
後
の
行
進
で
あ
る（
写
真
29
・
30
）。村
は
ず
れ
に
は
畑
が
多

く
、坂
道
を
上
り
、果
樹
園
の
中
の
一
本
道
を
通
り（
写
真
31
）、や
が
て
熊
野
神
社
前

の
広
場
に
到
着
し
た
。

〈
藁
人
形
を
焼
く
〉

広
場
に
到
着
し
た
藁
人
形
は
、広
場
の
中
央
に
運
ば
れ
る
。今
ま
で
担
い
で
き
た

担
ぎ
棒
が
外
さ
れ（
写
真
32
）、や
が
て
男
女
2
体
の
人
形
は
足
を
開
き
、顔
と
顔
を
互

い
の
肩
に
う
ず
め
る
よ
う
に
抱
き
合
わ
さ
れ
る（
写
真
33
）。2
体
の
藁
人
形
の
周
り

に
は
、子
ど
も
た
ち
が
持
っ
て
き
た
紙
旗
も
、立
て
か
け
ら
れ
た（
写
真
34
）。

藁
人
形
の
前
で
は
、御
幣
と
鈴
を
持
っ
た
獅
子
舞
が
舞
わ
れ
る
。「
相
内
神
明
皇

大
神
宮
ご
祈
祷
御お
あ
と後
は
家
内
安
全
交
通
安
全
火
伏
ご
祈
祷
悪
魔
払
い
か
」と

唱
え
こ
と
ば
が
入
る
。こ
れ
か
ら
焼
か
れ
よ
う
と
し
て
い
る
藁
人
形
に
、集
落
内
か

ら
集
め
ら
れ
た
悪
虫
、悪
病
、禍
な
ど
を
託
す
の
で
あ
る（
写
真
35
）。

や
が
て
、舞
が
終
わ
り
藁
人
形
の
足
に
火
が
付
け
ら
れ
た（
写
真
36
）。炎
は
胴
体
へ

と
移
り
、真
っ
赤
な
炎
が
紙
旗
や
せ
ん
べ
い
な
ど
を
徐
々
に
焼
い
て
い
く
。人
々
の

災
い
の
す
べ
て
を
焼
き
尽
く
す
の
で
あ
る（
写
真
37
・
38
）。

【
相
内
人
形
ま
つ
り
の
特
徴
】

相
内
の
人
形
ま
つ
り
に
は
、他
村
の
虫
送
り
と
大
き
く
違
う
特
徴
が
あ
る
。送
り

出
す
の
は
虫
で
あ
り
、悪
虫
退
治
で
あ
る
が
、害
虫
ば
か
り
で
は
な
く
、自
分
の
体
の

悪
い
部
分
を
さ
す
っ
た
南
部
せ
ん
べ
い
を
、割
り
ば
し
や
青
竹
に
挟
み
、人
形
に
刺

し
こ
ん
で
行
進
し
、最
後
に
焼
却
す
る
点
に
あ
る
。そ
の
点
は
同
じ
南
部
町
正
寿
寺

の
人
形
ま
つ
り（
本
書
64
ペ
ー
ジ
）と
類
似
し
て
い
る
。

20.いよいよ人形まつりの開始である 19.人形の顔には、男女の似顔絵を描いた、紙をつける。男根は白紙
を被せ、見えなくする。完成した藁人形を前に、一休みである

22.神社から紙旗を持つ子どもたちを先頭に、行列が出発する 21.出発前に獅子舞が披露された。火伏神楽である
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26.せんべいを刺し、人形に手を合わせる女性 25.さっそく待ちわびた人たちが、せんべいをもって道路に出て
きて藁人形に刺す

28.笛、手平鉦、太鼓などの囃子方 27.相内町内会館前で獅子舞が披露された

【
行
事
の
存
続
】

相
内
集
落
は
、戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
、1
2
0
戸
の
戸
数
で
推
移
し
て
き
た

が
、そ
の
後
戸
数
が
増
え
、2
2
0
戸
の
現
在
に
至
っ
て
い
る
。従
っ
て
、昔
は
現
在

の
お
よ
そ
半
数
の
戸
数
で
行
事
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

現
在
、行
事
に
協
力
し
て
い
る
団
体
に
、集
落
内
の
防
除
組
合
、農
業
組
合
、水
利

組
合
、消
防
団
、子
ど
も
会
な
ど
が
あ
る
。今
年
も
各
団
体
の
協
力
が
あ
り
、参
加
者

の
年
齢
構
成
も
幅
広
く
、今
後
も
行
事
は
存
続
は
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

23.藁人形は男手により担がれる

24.集落内を進む行列
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30.村はずれの坂道の周囲は、畑が多い

34.子どもたちが藁人形の前に紙旗を立てかける

29.集落の外れまでくると、藁人形に刺し込まれたせんべいがか
なり増えていた

33.男女の藁人形は、合体させられる

32.広場で担ぎ棒が外される

36.男女の藁人形に火が付けられた

31.道路の両脇は果樹園。間もなく熊野神社である

35.藁人形が立てられた前で、火伏神楽が最後のご祈祷をする
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38.災いは焼き尽くされ、炎も小さくなっていく

37.炎がすべての災いを燃やしてくれる
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【
実
施
地
】

八
戸
市
南
郷
区
島
守
門
前（
島
守
第
6
区
）

【
地
域
の
概
要
】

調
査
地
の
島
守
地
区
は
八
戸
市
南
部
の
南
郷
区
に
あ
る
。南
郷
区
は
東
を
階は
し
か
み上

町
、西
を
南
部
町
、南
を
岩
手
県
軽
米
町
に
接
し
、平
成
17
年
、八
戸
市
へ
編
入
す
る

ま
で
は
三
戸
郡
南
郷
村
で
あ
っ
た
。

島
守
地
区
は
四
方
を

山
に
囲
ま
れ
た
小
盆
地

に
集
落
が
点
在
す
る
独

特
の
景
観
を
な
し
て
い

て
、平
家
の
落
人
が
逃
れ

住
ん
だ
隠
れ
里
と
の
伝

説
が
残
る
（
写
真
1
）
。盆

地
の
中
央
部
を
北
流
す

る
新に

井い

田た

川が
わ

の
流
域
に

水
田
が
広
が
り
、
稲
作
、

畑
作
と
も
に
盛
ん
な
土

地
で
あ
る
。

盆
地
内
の
集
落
は
、い

く
つ
か
が
ま
と
ま
っ
て

12
の
区（
自
治
会
）に
分
か
れ
て
お
り
、こ
の
中
で
虫
送
り
行
事
が
行
わ
れ
て
い
る
の

が
、上
門
前
、下
門
前
、高
山
の
3
集
落
か
ら
な
る
第
6
区
で
あ
る
。区
内
に
日
本
三

大
虚
空
蔵
の
ひ
と
つ
と
い
わ
れ
る
龍
興
山
神
社
や
、平
清
盛
の
子
、平
重
盛
が
建
立

し
た
と
伝
わ
る
高こ
う
し
ょ
う
じ

松
寺
が
あ
り
、そ
れ
が
門
前
の
地
名
由
来
と
な
っ
て
い
る
。

【
行
事
の
名
称
】

虫む
し
お追
い
ま
つ
り
。行
事
が
中
断
す
る
前（
戦
前
）は「
虫
祭
り
」と
呼
ん
だ
。

【
行
事
の
由
来
伝
承
】

虫
祭
り（
虫
追
い
）は
、島
守
第
6
区
で
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
年
中
行
事
で

あ
っ
た
が
、終
戦
直
後
の
混
乱
で
途
絶
え
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
。人
び
と
の
記
憶

か
ら
忘
れ
去
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
の
行
事
を
、6
区
の
自
治
会
有
志
が
中
心
と

な
っ
て
、平
成
10
年
に
始
ま
っ
た
夏
祭
り
に
合
わ
せ
、地
区
の
行
事
と
し
て
後
世
に

伝
え
て
い
こ
う
と
復
活
し
た
も
の
で
あ
る
。

戦
前
は
島
守
地
区
の
ほ
と
ん
ど
の
集
落
で
虫
送
り
が
行
わ
れ
て
い
た
。新
井
田
川

の
上
流
か
ら
下
流
に
向
け
て
順
繰
り
に
虫
を
送
っ
た
と
い
う
が
、島
守
12
区
の
う
ち

虫
送
り
行
事
を
復
活
さ
せ
た
の
は
第
6
区
だ
け
で
あ
る
。

【
実
施
の
月
日
】

6
月
第
3
日
曜
日（
中
断
前
は
旧
暦
6
月
24
日
）。こ
の
日
は
第
6
区
の
お
祭
り「
ふ

れ
あ
い
デ
ー
」で
、虫
追
い
ま
つ
り
は
、そ
の
一
環
と
し
て
実
施
さ
れ
る
。

【
文
化
財
指
定
】

な
し

【
行
事
の
主
体
】

第
六
区
虫
追
い
ま
つ
り
保
存
会（
平ひ
ら

建
作
会
長
）。6
区
内
の
3
集
落（
上
門
前
、下
門

前
、高
山
）の
集
落
会
長
と
役
員
が
中
心
と
な
り
、約
20
名
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

八は
ち
の
へ
し
し
ま
も
り

戸
市
島
守
の
虫む

し

お追
い

1.鷹巣展望台から望む島守盆地。島守第6区は盆地の南西部にあり、区内の3集
落を合わせて80戸を数える

島守第6区
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【
参
加
者
・
担
い
手
な
ど
】

虫
追
い
ま
つ
り
保
存
会
の
メ
ン
バ
ー
の
ほ
か
、地
区
の
消
防
団（
南
郷
区
第
4
分
団

第
3
部
消
防
団
）、太
鼓
、笛
、手て
び
ら
が
ね

平
鉦
の
奏
者
、幟
の
ぼ
り

旗ば
た

を
持
つ
子
ど
も
た
ち
と
そ
の
保

護
者
ら
が
行
列
に
加
わ
る
。3
集
落
の
女
性
部（
婦
人
会
）は
行
事
終
了
後
の
慰
労
会

（「
ふ
れ
あ
い
デ
ー
」）に
お
け
る
飲
食
の
用
意
を
担
う
。

【
行
事
の
実
施
内
容
】

〈
準
備
〉

南
部
地
方
の
虫
送
り
は
、人
形
を
形か
た
し
ろ代
と
し
て
送
る
と
こ
ろ
、ノ
ボ
リ
・
ハ
タ
の

み
を
送
る
と
こ
ろ
、両
方
を
用
い
て
送
り
出
す
と
こ
ろ
の
3
つ
の
形
態
に
分
か
れ

る
が
、島
守
地
区
で
は
昔
か
ら
幟
旗
の
み
を
用
い
て
虫
祭
り（
虫
追
い
）を
行
い
、人

形
を
作
る
集
落
は
な
か
っ
た
。復
活
し
て
か
ら
も
人
形
を
作
ら
な
い
た
め
、当
日
に

な
っ
て
特
に
準
備
に
時
間
を
割
く
こ
と
は
な
い
。白
い
紙
に
祈
願
の
文
句
を「
悪
虫

退
散
五
穀
豊
穣
」と
だ
け
大
き
く
墨
書
き
し（
写
真
2
）、こ
れ
を
竹
竿
に
取
り
つ
け

た
幟
旗
を
20
本
ほ
ど
用
意
す
る
だ
け
で
あ
る
。

〈
雨
あ
ま
り
ゅ
う
ご
ん
げ
ん

龍
権
現
へ
の
参
拝
〉

島
守
第
6
区
の
虫
追
い
ま
つ
り
で
も
っ
と
も
特
徴
的
な
の
は
、行
列
の
一
行
が

龍
神
の
大
き
な
模
型
を
か

つ
ぎ
な
が
ら
練
り
歩
く
こ

と
で
あ
る
。
同
じ
青
森
県

の
津
軽
地
方
で
は
、
虫
送

り
に
龍
や
蛇
体
を
デ
フ
ォ

ル
メ
し
た
形
代
を
用
い
る

が
、
第
6
区
の
龍
は
こ
れ

と
は
ま
っ
た
く
関
連
が
な
く
、ま
た
、伝
統
的
な
虫
送
り
儀
礼
を
ふ
ま
え
た
わ
け
で

も
な
い
。な
ぜ
虫
追
い
ま
つ
り
に
龍
が
登
場
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

保
存
会
会
長
の
平
建
作
さ
ん
に
よ
れ
ば
、虫
追
い
を
復
活
し
た
も
の
の
幟
旗
だ
け

だ
と
何
と
な
く
物
足
り
な
い
の
で
、み
な
で
意
見
を
出
し
合
い
、龍
神
を
作
る
こ
と

に
し
た
。そ
の
理
由
は
、地
区
の
南
は
ず
れ
の
新
井
田
川
の
川
岸
に
鎮
座
す
る
雨
龍

権
現
に
あ
る（
写
真
3
）。雨
乞
い
の
神
と
し
て
地
区
住
民
の
信
仰
を
集
め
親
し
ま
れ

て
き
た
そ
の
龍
神
様
を
、虫
追
い
ま
つ
り
の
主
役
に
据
え
る
こ
と
に
し
た
の
だ
と
い

う
。そ
の
た
め
、虫
追
い
の
行
列
が
出
発
す
る
前
に
保
存
会
の
役
員
が
雨
龍
権
現
ま

で
行
き
、龍
神
を
祀
っ
た
祠
ほ
こ
ら
に
参
拝
し
、お
囃
子
を
奉
納
し
て
お
神
酒
上
げ
す
る
の

が
習
わ
し
と
な
っ
て
い
る
。

平
成
24
年
か
ら
行
事
に
用
い
て
い
る
龍
神
は
4
代
目
で
、初
代
は
地
域
の
拠
点

施
設
、朝
も
や
の
館
総
合
情
報
館
に
展
示
し（
写
真
4
）、3
代
目
、4
代
目
は
地
区
の

集
会
所
、第
6
区
集
落
セ
ン
タ
ー
に
保
管
し
て
あ
る（
写
真
5
）。い
ず
れ
も
、長
さ

2.害虫駆除と穀物の実りを願う

3.龍神を祀る雨龍権現。島守四十八社のひとつでも
ある

4.最初に製作された龍神のレプリカ（朝もやの館総
合情報館）
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3
・
5
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
、３
代
目
と
４
代
目
は
保
存
会
役
員
の
手
づ
く
り
で
あ
る
。

〈
地
区
内
の
巡
行
〉

午
後
1
時
30
分
、上
門
前
集
落
に
あ
る
第
6
区
集
落
セ
ン
タ
ー
か
ら
虫
追
い
行
列

が
出
発
す
る
。先
頭
は
島
守
第
6
区
自
治
会
の
団
旗
で
、次
に「
第
六
区
虫
追
い
ま
つ

り
」と
書
い
た
幟
の
ぼ
り
、そ
の
後
ろ
に
竹
竿
の
幟
旗
と
龍
神
、お
囃
子
が
続
く（
写
真
6
）。

龍
神
は
大
人
4
人
か
ら
5
人
で
担
ぎ
、上
下
に
動
か
し
道
を
ジ
グ
ザ
グ
に
進
み
な

が
ら
気
勢
を
あ
げ
る（
写
真
7
・
10
）。お
囃
子
は
太
鼓
3
基
、笛
6
丁
、手
平
鉦
5
口
の

大
変
賑
や
か
な
も
の
で
あ
る（
写
真
8
・
9
）。中
断
前
の
囃
子
を
覚
え
て
い
る
人
は

ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
た
め
、保
存
会
の
世
話
役
の
高
長
根
越
右
エ
門
さ
ん
に
太

鼓
の
叩
き
方
を
、島
守
地
区
の
荒

谷
集
落
に
伝
わ
る「
荒
谷
え
ん
ぶ

り
」（
国
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化

財
）の
メ
ン
バ
ー
か
ら
笛
の
節
と
吹

き
方
を
教
え
て
も
ら
っ
た
。笛
を

吹
く
の
は
、覚
え
が
早
く
て
上
手

な
女
子
高
生
や
若
い
お
母
さ
ん
が

多
く
、行
事
の
盛
り
上
げ
に
一
役

か
っ
て
い
る
。

法は
っ
ぴ被
を
身
に
着
け
た
総
勢
30
人

ほ
ど
の
一
行
は
、は
じ
め
集
落
セ

ン
タ
ー
の
あ
る
上
門
前
、下
門
前

の
集
落
内
を
通
る
。こ
の
時
、道
端

に
出
て
行
列
を
見
送
る
住
民
か
ら

5.第４代目の龍神。保存会会長の平健作さんと世話役の門前廣美さんが、100円
ショップから材料を買い求め、数週間かけてつくりあげた（「第6区集落センター」）

6.後方の集落が上門前、下門前。三角形の山は平家の落人伝説が残
る龍興山（平成18年撮影）

7.道中では、花火を龍神の口の中に入れて火を噴かせるパフォー
マンスも（平成18年撮影）

8.太鼓の大きな音は、害虫や悪霊を追い払う（平成18年撮影）9.子どもたちも手平鉦でまつりを盛り上げる（平成21年撮影）
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ご
祝
儀
が
出
る
。南
か
ら
北
へ
向
き
を
変
え
、集
落
内
か
ら
島
守
盆
地
の
中
央
部
に

広
が
る
田
園
地
帯
を
進
む（
写
真
11
）。行
進
の
間
に
特
別
な
唱
え
こ
と
ば
を
述
べ
る

こ
と
や
、田
ん
ぼ
の
畦く
ろ

な
ど
に
幟
旗
を
立
て
る
こ
と
は
し
な
い
。た
だ
、南
部
地
方
に

お
け
る
虫
送
り
行
事
で
は
、田
畑
に
幟
旗
を
押
し
立
て
、虫
を
追
う
た
め
の
何
ら
か

の
唱
え
こ
と
ば
を
大
声
で
言
っ
た
り
、叫
ん
だ
り
す
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。戦
前

の
虫
祭
り
で
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

南
郷
歴
史
民
俗
資
料
館
や
南
郷
区
島
守
支
所
を
右
に
見
て
、県
道
の
交
差
点
に
建

つ
北
田
土
地
改
良
区
の
区
画
整
理
記
念
碑
前
に
到
着
す
る
と
、持
っ
て
き
た
幟
旗
の

う
ち
5
～
6
本
に
火
を
つ
け
焼
く（
写
真
12
）。残
り
は
こ
の
場
に
立
て
置
く
こ
と
は

せ
ず
、持
ち
帰
る
。途
中
数
回
の
休
憩
を
は
さ
ん
で
約
1
時
間
、約
2
・
5
キ
ロ
の
道

の
り
の
虫
追
い
は
、こ
こ
で
終
了
と
な
る
。

虫
追
い
の
参
加
者
は
い
っ
た
ん
集
落
セ
ン
タ
ー
に
戻
り
、龍
神
や
楽
器
な
ど
を
納

め
る
。こ
の
日
は
、朝
も
や
の
館
総
合
情
報
館
に
隣
接
し
た
ふ
れ
あ
い
公
園
で
、第
6

区
の
お
祭
り「
ふ
れ
あ
い
デ
ー
」が
行
わ
れ
て
い
る
。参
加
者
も
公
園
に
場
所
を
移

し
、慰
労
会
を
か
ね
て
演
芸
や
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
な
ど
を
楽
し
む
。

【
行
事
の
存
続
】

中
断
し
て
い
た
虫
祭
り（
虫
追
い
）行
事
が
復
活
し
て
か
ら
平
成
25
年
で
15
年
を

迎
え
た
。復
活
に
際
し
、雨
乞
い
の
神
で
あ
る
龍
神
を
虫
追
い
の
主
役
に
据
え
る
と

い
う
ア
イ
デ
ア
や
、お
囃
子
も
ほ
か
の
集
落
か
ら
教
え
を
乞
う
な
ど
し
た
こ
と
が
、

新
し
い
地
区
の
行
事
と
し
て
定
着
す
る
要
素
と
も
な
っ
た
。虫
追
い
ま
つ
り
保
存
会

を
立
ち
上
げ
、行
事
の
存
続
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
点
も
評
価
さ
れ
る
。

不
安
材
料
と
し
て
は
、保
存
会
の
役
員
が
60
代
～
70
代
で
、そ
の
後
に
続
く
若
い

住
民
が
い
な
い
こ
と
や
、お
囃
子
の
笛
を
吹
く
高
校
生
が
、卒
業
す
る
と
地
区
を
出

て
戻
っ
て
こ
な
い
こ
と
な
ど

が
あ
げ
ら
れ
る
。

た
だ
、こ
う
し
た
伝
統
行
事

の
継
続
に
関
す
る
悩
み
は
他

地
域
も
同
様
で
あ
る
。島
守
第

6
区
は
3
集
落
の
結
束
が
固

く
保
存
会
も
組
織
と
し
て
機

能
し
て
い
る
の
で
、当
分
は
行

事
の
存
続
に
問
題
は
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

（
本
項
の
写
真
6
～
12
は「
第
六

区
虫
追
い
ま
つ
り
保
存
会
」の
提

供
に
よ
る
）

10.各地の龍神祭りで見られる蛇踊りのように、上
下左右に動かしながら進む（平成18年撮影）

12.最後に区画整理記念碑前で幟旗を焼き、害虫の駆逐と豊作を祈念する

11.島守盆地の田園地帯を行く第6区虫追いの行列
（平成18年撮影）
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【
実
施
地
】

三
戸
郡
五
戸
町
豊
間
内
、志
戸
岸

【
地
域
の
概
要
】

五
戸
町
は
三
戸
郡
の
内
陸
北
部
に
位
置
し
、東
は
八
戸
市
、西
は
新
郷
村
、南
は
南

部
町
、北
は
十
和
田
市
に
接
す
る
。奥
羽
山
脈
の
東
に
発
達
し
た
緩
や
か
な
丘
陵
台

地
か
ら
な
り
、総
面
積
の
半
分
以
上
を
森
林
が
占
め
る
。平
成
16
年
7
月
1
日
、倉
石

村
を
編
入
し
新
し
い
五
戸
町
と
な
っ
た
。

調
査
地
の
豊
間
内
地
区
は
、町
の
東
南
部
、浅
水
川
に
沿
っ
て
開
け
た
沖
積
地
に

集
落
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。川
と
並
行
し
て
国
道
4
5
4
号
が
走
り
、道
路
沿
い
に

志し
と
ぎ
し

戸
岸（
戸
数
1
1
0
戸
）、豊
間
内（
1
2
0
戸
）、岩
ノ
脇（
30
戸
）の
3
つ
の
集
落
が
並

ぶ
。農

業
従
事
者
は
兼
業
農
家
が
主
で
、も
と
は
稲
作
を
中
心
に
リ
ン
ゴ
栽
培
が
盛
ん

だ
っ
た
が
、現
在
は
長
芋
、ゴ
ボ
ウ
、ピ
ー
マ
ン
な
ど
の
野
菜
づ
く
り
が
主
体
と
な
っ

て
い
る
。Ｊ
Ｒ
八
戸
駅
ま
で
15
分
の
距
離
に
あ
る
た
め
、八
戸
市
街
地
へ
の
通
勤
者

が
多
い
。

【
行
事
の
名
称
】

豊
間
内
地
区
虫
送
り
ま
つ
り

【
行
事
の
由
来
伝
承
】

虫
送
り
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
、記
録
が
な
い
の
で
は
っ

き
り
し
な
い
が
、豊
間
内
地
区
で
は
、戦
前
ま
で
地
区
内
の
3
集
落（
志
戸
岸
、豊
間
内
、

岩
ノ
脇
）ご
と
に
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

そ
の
こ
ろ
の
虫
送
り
の
や
り
方
は
、初
め
に
、豊
間
内
地
区
よ
り
さ
ら
に
上
流
部

の
集
落
か
ら
虫
追
い
の
集
団
が
笛
・
太
鼓
で
大
き
な
音
を
出
し
な
が
ら
や
っ
て
く

る
。岩
ノ
脇
集
落
で
は
村
境
で
そ
れ
を
引
き
継
い
で
下
流
部
の
豊
間
内
へ
と
虫
を

追
っ
て
行
く
。豊
間
内
か
ら
次
は
志
戸
岸
へ
引
き
継
ぐ
。さ
ら
に
下
流
部
の
集
落
へ

…
…
と
い
っ
た
よ
う
に
、順
繰
り
に
虫
を
遠
く
へ
送
っ
た
も
の
と
い
う
。そ
の
後
、戦

後
に
な
っ
て
か
ら
は
志
戸
岸
だ
け
が
継
続
し
て
い
た
が
、そ
れ
も
昭
和
30
年
代
初
め

に
は
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
。

途
絶
え
て
い
た
豊
間
内
地
区
の
虫
送
り
行
事
だ
っ
た
が
、平
成
3
年
、旧
自
治
省

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
活
性
化
地
区
に
指
定
さ
れ
た
の
を
き
っ
か
け
と
し
て
結
成

さ
れ
た「
豊
間
内
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
実
行
委
員
会
」が
、地
域
づ
く
り
の
一
環
と
し

て
、3
集
落
を
め
ぐ
る
合
同
行
事
に
編
成
し
直
し
て
復
活
さ
せ
た
。以
来
、地
区
の
年

中
行
事
と
し
て
定
着
し
、平
成
25
年
で
23
回
目
を
迎
え
て
い
る
。

【
実
施
の
月
日
】

7
月
第
3
日
曜
日
。中
断
す
る
前
は
旧
暦
6
月
24
日

【
文
化
財
指
定
】

な
し

【
行
事
の
主
体
】

豊
間
内
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
実
行
委
員
会（
佐
々
木
一か
ず
え
い栄
会
長
）の
主
催
。会
は
志

戸
岸
、豊
間
内
、岩
ノ
脇
の
3
集
落
の
自
治
会
が
結
集
し
て
組
織
さ
れ
た
も
の
で
、

「
ふ
る
さ
と
い
も
ま
つ
り
」の
よ
う
な
イ
ベ
ン
ト
か
ら
花
の
植
栽
な
ど
の
美
化
運
動

ま
で
、住
民
主
体
の
活
動
に
よ
る
地
域
活
性
化
の
取
り
組
み
が
、各
方
面
か
ら
注
目

を
集
め
評
価
さ
れ
て
い
る
。虫
送
り
だ
け
で
な
く
、郷
土
芸
能
の
駒
踊
り
も
、か
つ
て

五ご
の
へ
ま
ち

戸
町
豊と

よ
ま
な
い

間
内
の
虫む

し
お
く送
り
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踊
っ
て
い
た
地
域
の
人
た
ち
の
手
ほ
ど
き
で
復
活
さ
せ
、小
学
生
に
継
承
し
て
い

る
。当

初
か
ら
豊
間
内
地
区
3
集
落
の
合
同
行
事
と
し
て
実
施
し
て
き
た
が
、岩
ノ
脇

の
過
疎
化
が
進
み
参
加
者
確
保
が
難
し
く
な
っ
た
た
め
、平
成
20
年
こ
ろ
か
ら
実
質

的
に
は
志
戸
岸
自
治
会（
小
泉
隼
人
会
長
）と
豊
間
内
自
治
会（
佐
々
木
一
栄
会
長
）が
行

事
を
担
い
、岩
ノ
脇
自
治
会
は
行
事
の
運
営
か
ら
退
い
て
い
る
。

【
参
加
者
・
担
い
手
な
ど
】

各
集
落
の
消
防
団
員
、老
人
ク
ラ
ブ
、豊
間
内
小
学
校
の
児
童
と
そ
の
保
護
者
、

若
者
連
中
な
ど
が
参
加
し
、多
い
時
は
総
勢
１
０
０
人
ほ
ど
に
な
る
。1
世
帯
か
ら

1
人
の
参
加
を
呼
び
か
け
て
い
る
。た
だ
し
、岩
ノ
脇
は
行
事
に
直
接
関
わ
ら
な
く

な
っ
た
た
め
、オ
ー
プ
ン
参
加
と
し
て
い
る
。

【
行
事
の
実
施
内
容
】

〈
準
備
〉

祭
り
の
参
加
者
は
午
前
8
時
30
分
に
豊
間
内
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
前

に
集
合
す
る
。こ
こ
で
幟
の
ぼ
り
を
参
加
者
に
渡
す
。豊
間
内
で
は
幟
を「
は
た
」と
も
い
う
。

以
前
は
和
紙
に「
天
下
泰
平
国
家
安
全
五
穀
豊
穣
悪
虫
退
散
祭
」と
墨
書
き
し

た
紙
の
幟
だ
っ
た
が
、今
は
布
に
同
様
の
文
字
を
印
刷
し
た
も
の
を
使
っ
て
い
る

（
写
真
4
）。破
れ
た
り
し
な
い
の
で
、行
事
が
終
わ
る
と
保
管
し
て
お
き
、翌
年
の
祭

り
で
再
利
用
す
る
。た
だ
、竹
は
毎
年
新
し
い
も
の
を
30
～
40
本
揃
え
る
。先
端
の
葉

を
残
し
た
細
竹
で
、復
活
し
た
こ
ろ
は
竹
の
先
を
花
で
飾
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、最

近
は
や
ら
な
く
な
っ
た
。

地
区
内
を
ま
わ
る
と
き
に
必
要
な
道
具
類
は
幟
の
ほ
か
、お
囃
子
の
太
鼓
1
基
、

笛
6
丁
～
8
丁
、手て
び
ら
が
ね

平
鉦
2
口
。あ
と
は
太
鼓
を
乗
せ
て
引
く
リ
ヤ
カ
ー
。豊
間
内
の

虫
送
り
で
は
藁わ
ら

人
形
の
よ
う
な
も
の
を
作
ら
な
い
の
で
、大
変
シ
ン
プ
ル
な
行
列
と

な
る
。

中
断
前
の
虫
送
り
を
知
る
志
戸
岸
自
治
会
長
の
小
泉
隼
人
さ
ん
に
よ
れ
ば
、少
な

く
と
も
戦
後
の
志
戸
岸
で
は
人
形
を
見
た
こ
と
は
な
く
、戦
前
の
虫
送
り
で
も
作
っ

た
と
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
は
な
い
と
い
う
。

幟
の
文
字
を
書
い
た
り
、人
形
を
作
っ
た
り
し
な
い
の
で
、当
日
朝
は
準
備
に
時

間
を
割
か
な
く
て
も
よ
い
た
め
、す
ぐ
に
行
事
が
始
ま
る
。コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
か
ら
豊
間
内
の
産う
ぶ
す
な
が
み

土
神
で
あ
る
熊
野
山
神
社
へ
移
動
し
、自
治
会
役
員
、氏
子

総
代
、消
防
団
員
が
拝
殿
内
で
拝
礼
す
る
。神
主
な
ど
に
よ
る
神
事
は
特
に
行
わ
な

い
。境
内
で
豊
間
内
小
学
校
の
鼓
笛
隊
が
演
奏
を
奉
納
し
た
後（
写
真
3
）、行
列
を
つ

く
っ
て
9
時
30
分
こ
ろ
出
発
と
な
る
。

〈
地
区
内
巡
行
〉

岩
ノ
脇
自
治
会
が
行
事
に
参
加
し
て
い
た
時
は
、岩
ノ
脇
天
満
宮
か
ら
出
発
し
、

1.佐々木一栄さん（豊間内地区コミュニティ実行委員会
会長・豊間内自治会会長）

2.小泉隼人さん（志戸岸自治会会長）
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間
内
熊
野
山
神
社
か
ら
志
戸
岸
天

満
宮
に
そ
れ
ぞ
れ
参
拝
し
、コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
へ
戻
る
コ
ー
ス

だ
っ
た
。現
在
は
熊
野
神
社
か
ら
国

道
4
5
4
号
バ
イ
パ
ス
に
出
て
か

ら
、浅
水
川
沿
い
に
圃
場
整
備
が
終

わ
っ
て
区
画
整
理
さ
れ
た
田
ん
ぼ
の

あ
ぜ
道
を
抜
け
、志
戸
岸
集
落
へ
と

向
か
う（
写
真
5
・
7
）。

道
中
で
奏
で
る
囃
子
は
、戦
前
の

も
の
を
継
承
し
て
い
る
住
民
が
い
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、五
戸
地
区
の
南
部
駒
踊

り
の
師
匠
か
ら
新
た
に
教
わ
っ
た
。そ
の
た
め
中
断
前
の
も
の
と
は
異
な
っ
て
い

る
。た
だ
、か
つ
て
は
豊
間
内
地
区
か
ら
も「
え
ん
ぶ
り
組
」を
出
し
て
お
り
、そ
の
時

に
使
っ
て
い
た
楽
器
を
そ
の
ま
ま
虫
送
り
の
囃
子
用
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で

よ
か
っ
た
。笛
の
吹
き
手
は
特
に
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
な
く
、希
望
者
な
ら
誰
で

も
な
れ
る
。今
は
吹
き
方
を
教
わ
っ
て
覚
え
た
若
い
お
母
さ
ん
が
多
い（
写
真
6
）。

巡
行
の
途
中
で
は
、掛
け
声
や
唱
え
ご
と
を
発
す
る
こ
と
は
な
い
が
、そ
れ
ぞ
れ

心
の
中
で
悪
い
虫
を
追
い
払
い
、五
穀
豊
穣
を
願
う
。ま
た
、幟
や
お
札
を
田
畑
の
畦く
ろ

に
立
て
る
こ
と
は
せ
ず
、最
後
に
焼
い
た
り
川
に
流
す
こ
と
も
し
な
い
。

志
戸
岸
の
天
満
宮
に
到
着
す
る
と
、社
務
所
前
の
広
場
で
鼓
笛
隊
が
熊
野
神
社
に

続
い
て
演
奏
を
奉
納
す
る
。し
ば
し
休
憩
の
あ
と
旧
国
道
を
通
っ
て
、豊
間
内
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
に
戻
る
。最
後
に
子
ど
も
た
ち
に
自
治
会
長
や
校
長
先
生
か

ら
虫
送
り
行
事
の
ル
ー
ツ
や
意
義
に
つ
い
て
話
が
あ
り
、全
行
程
約
3
キ
ロ
の
道
の

3.出発前に熊野山神社境内で演奏する豊間内小学校
の鼓笛隊（豊間内小学校提供）

5.豊間内小学校の鼓笛隊の児童を先頭に練り歩く虫
送りの行列（平成22年撮影・五戸町役場企画振興課提供）

4.布製の幟（平成22年撮影・五戸町役場企画振興課提供）

6.虫を追い払う囃子の音が田園に鳴り響く（平成22
年撮影・五戸町役場企画振興課提供）
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り
を
約
2
時
間
か
け
て
練
り
歩
い
た
行
事
は
終
了
と
な
る
。

続
い
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
で
、子
ど
も
た
ち
に
せ
ん
べ
い
汁
が
、大
人
た

ち
に
は
酒
食
が
供
さ
れ
て
慰
労
会
が
催
さ
れ
る
。

【
行
事
の
存
続
】

豊
間
内
地
区
3
集
落
の
う
ち
、岩
ノ
脇
は
人
口
の
減
少
で
自
治
会
の
参
加
を
取
り

や
め
て
い
る
が
、志
戸
岸
と
豊
間
内
は
合
わ
せ
て
2
0
0
を
超
え
る
世
帯
数
が
あ
る

の
で
、参
加
人
数
的
に
は
問
題
が
な
い
。た
だ
、地
区
の
要
と
も
い
う
べ
き
豊
間
内
小

学
校
が
平
成
26
年
春
に
閉
校
と
な
っ
て
し
ま
い
、子
ど
も
た
ち
の
行
事
へ
の
参
加
が

危
ぶ
ま
れ
る
の
が
不
安
材
料
で
あ
る
。実
行
委
員
会
で
は
、鼓
笛
隊
が
継
続
し
て
行

事
に
参
加
で
き
る
よ
う
、学
校
に
協
力
を
取
り
付
け
了
解
を
得
て
い
る
と
い
う
。

南
部
地
方
で
中
断
し
て
い
た
虫
送
り
を
復
活
し
た
地
域
は
ほ
か
に
も
い
く
つ
か

あ
る
が
、再
び
中
止
を
余
儀
な
く

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
多
い
。そ

の
点
、豊
間
内
の
虫
送
り
は
、主
催

者
で
あ
る
豊
間
内
地
区
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
実
行
委
員
会
が
、結
成
23
年

を
迎
え
た
現
在
も
活
発
な
活
動
を

展
開
し
て
お
り
、地
区
民
の
郷
土

愛
も
強
い
の
で
、行
事
の
継
続
に

関
し
て
は
当
面
心
配
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

8.豊間内小学校鼓笛隊。閉校後も行事参加が望まれる（豊間内小学校提
供）

7.豊間内の水田地帯に五穀豊穣を願う幟がはためく（平成22年撮影・五戸町役場企画振興課提供）
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青
森
県
南
部
地
方
で
伝
承
が
途
絶
え
た
主
な
虫
送
り

町
村
名

地
区
名

消
滅
の
時
期

名

称

実
施
時
期

行

事

内

容

野辺地町

有

戸

ム
シ
ボ
リ

6
月
15
日

お
宮
に
集
ま
り
札
を
貰
い
、各
自
の
畑
に
そ
れ
を
立
て
た
。

明

前

ム
シ
ボ
イ

6
月
か
7
月
ご
ろ

各
家
が
ワ
ラ
で
人
形
を
作
り
、腹
に
そ
ば
餅
を
入
れ
、境
に
立
て
て
来
た
。

馬

門

大
正
時
代
半
ば

ご
ろ
消
滅

虫
送
り

田
植
え
が
終
了
し

た
後
の
、
病
送
り

と
ほ
ぼ
同
じ
時
期

半
紙
に「
虫
」と
書
い
た
旗
を
持
ち
、太
鼓
を
先
頭
に
し
て
、「
ナ
ニ
ム
シ
ボ
ウ
ル
、イ
モ
ム
シ
ボ
ウ
ル
」「
ナ
ニ
ム
シ
マ
ツ
ロ
、ゴ
ザ
ラ
ム

シ
マ
ツ
ロ
」な
ど
と
唄
い
な
が
ら
、田
畑
を
走
り
回
り
、田
畑
に
つ
く
害
虫
を
払
い
、豊
作
を
祈
願
し
た
。

新

田

戦
後
消
滅

虫
送
り

6
月
15
日

半
紙
に
筆
で
虫
の
絵
を
描
い
て
、竹
に
付
け
て
、畑
の
所
々
に
刺
し
て
虫
よ
け
や
害
虫
払
い
を
し
て
、そ
の
年
の
豊
作
を
祈
願
し
た
。

中
屋
敷

戦
後
消
滅

虫
送
り

6
月
15
日

半
紙
に
筆
で
虫
の
絵
を
描
い
て
、竹
に
付
け
て
、畑
の
所
々
に
刺
し
て
虫
よ
け
や
害
虫
払
い
を
し
て
、そ
の
年
の
豊
作
を
祈
願
し
た
。

七戸町

不

明

虫
ボ
リ

5
月

テ
ン
ガ
ラ（
蝶
）や
ゲ
ン
ダ
ガ（
毛
虫
）・
ホ
ダ
ル
ム
シ（
黄
金
虫
）・
ヨ
メ
コ
ム
シ（
て
ん
と
う
虫
だ
ま
し
）な
ど
の
絵
を
描
い
た
紙
の
幟

を
立
て
て
村
は
ず
れ
ま
で
送
っ
た
。

倉

岡

不

明

4
月
16
日

（
お
蒼
前
様
の
日
）
半
紙
に
虫
の
絵
を
描
い
て
、竹
に
貼
り
付
け
る
か
、割
っ
て
挟
む
か
し
た
旗
を
持
ち
、ケ
ン
バ
イ
踊
り
の
拍
子
を
奏
し
な
が
ら
村
の
出

口
と
入
口
に
送
っ
た
。唱
え
ご
と
は
特
に
無
か
っ
た
。田
は
廻
ら
な
か
っ
た
。

不

明

虫
追
い

不

明

昭
和
36
年
12
月
10
日
の
上
北
新
聞
～「
其
の
模
様
は
ま
ず
、多
く
の
人
々
手
に
手
に
紙
旗
に
多
く
の
虫
を
画
き
、又
は
悪
虫
駆
除
云
々

の
文
字
を
記
し
た
る
を
携
え
、太
鼓
を
た
た
き
鉦
を
な
ら
し
法
螺
を
吹
き
て
道
を
練
り
歩
き
、己
の
畑
の
処
に
至
れ
ば
、持
て
る
旗
を

一
畑
に
一
個
ず
つ
立
て
て
廻
り
、終
わ
れ
ば
産
土
神
社
内
に
お
い
て
一
大
酒
宴
を
催
し
て
楽
し
む
な
り
」と
述
べ
て
い
る
。

六戸町

町
内
全
域

虫
ボ
イ

6
月
24
日

紙
の
幟
を
立
て
て
、笛
・
太
鼓
・
手
平
鉦
な
ど
の
囃
子
で
村
の
辻
に
送
る
も
の
と
、男
女
一
対
の
藁
人
形
を
作
っ
て
送
る
も
の
と
二
系

統
あ
る
が
、六
戸
町
の
場
合
、ど
の
集
落
で
も
前
者
で
あ
る
。

田
畑
の
作
物
に
被
害
を
及
ぼ
す
害
虫（
毛
虫
や
ホ
ダ
ル
虫
＝
コ
ガ
ネ
虫
）を
半
紙
に
描
き
、細
竹
の
先
に
張
り
付
け
た
り
、割
っ
て
挟

ん
だ
り
し
て
、子
ど
も
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
オ
ボ
シ
ナ
サ
マ（
産
土
さ
ま
）か
ら
村
外
れ
ま
で
送
っ
た
。い
わ
ゆ
る
悪
虫
駆
除
の
行
事

で
、こ
の
ノ
ボ
リ
を
自
分
の
畑
に
立
て
る
こ
と
も
あ
る
。書
く
人
は
、大
体
そ
の
地
区
の
寺
の
和
尚
か
、書
道
の
達
人
に
書
い
て
も
ら

っ
た
が
、そ
の
集
落
に
よ
っ
て
書
き
方
は
若
干
違
っ
て
い
た
。概
ね
、害
虫
の
絵
の
ほ
か
に「
天
下
泰
平

国
家
安
全
、五
穀
成
就

村

中
無
事

家
内
安
穏

害
虫
悉
皆
退
散
拂
」と
文
字
を
書
き
、「
何
の
虫
ボ
ル
や
、稲
の
虫
ボ
ル
や
と
ん
が
ら
虫
の
と
ん
が
ら
で
つ
ぶ

け
た
ら
ま
い
ら
せ
ろ

や
ぁ
や
ぁ
」と
声
高
ら
か
に
唱
え
な
が
ら
歩
い
た
。

上
吉
田

「
ほ
た
る
虫
ッ
コ

い
や
な

ホ
ィ
ホ
ィ
」と
唱
え
、法
螺
貝
も
用
意
し
て
吹
い
て
歩
い
た
。

岡
沼
・
沖
山

「
ほ
た
る
虫
ッ
コ

い
や
な

ホ
ィ
ホ
ィ
」と
唱
え
、法
螺
貝
も
用
意
し
て
吹
い
て
歩
い
た
。

岡

沼

「
菜
の
虫
ぼ
れ

畑
虫
ぼ
れ

ヤ
ッ
ホ
ー

ヤ
ッ
ホ
ー
」と
唱
え
、行
列
を
作
っ
て「
木
の
塚
」（
現
在
の
昭
陽
小
学
校
向
か
い
）に
行

き
、若
者
た
ち
が
酒
盛
り
を
始
め
た
。そ
の
時
、よ
く
酔
っ
て
の
喧
嘩
が
起
こ
っ
た
と
い
う
。

沖

山

白
山
大
権
現
堂
の
根
元
で
酒
宴
を
催
し
た
。

上
町
・
高
舘

半
紙
を
虫
の
形
に
切
り
取
っ
て
、つ
け
流
し
に
し
て
歩
い
た
。

金

矢

明
治
30
年
ご
ろ
が

盛
ん
で
あ
っ
た

「
テ
ノ
リ
」の
日
に
虫
ボ
イ
を
行
っ
て
お
り
、こ
の
日
、「
ベ
ゴ
突
き
あ
い
」（
闘
牛
）も
催
さ
れ
、勝
て
ば
酒
が
も
ら
え
た
。

米

沢

田
ん
ぼ
を
ま
わ
り
な
が
ら
、「
他
の
村
さ
飛
ん
で
げ
ぇ

飛
ん
で
げ
ぇ
」と
唱
え
た

※
各
町
村
史
に
記
載
さ
れ
て
い
る
虫
送
り
行
事
を
抽
出
し
、
表
と
し
た

※
行
事
の
消
滅
の
時
期
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
く
、
資
料
不
十
分
の
も
の
は
空
欄
と
し
た
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旧下田町（現おいらせ町）

阿
光
坊

ム
シ
ボ
リ

6
月
24
日

「
天
下
泰
平

国
家
安
全
、
五
穀
成
就

村
中
無
事

家
内
安
穏

害
虫
悉
皆
退
散
拂
」
の
文
字
を
、
半
紙
た
て
半
分
切
り
を
10
枚

つ
な
い
だ
旗
に
書
い
た
も
の
を
、
5
メ
ー
ト
ル
余
の
長
い
竹
に
つ
け
て
お
し
立
て
、「
ナ
ニ
ボ
シ

ボ
レ
ヤ
（
何
虫
追
れ
や
）、
ド

ヨ
虫
（
土
用
虫
）
ボ
レ
ヤ
、
ナ
ー
ヤ
、
ヤ
ー
、
ヤ
ヤ
」
と
唄
い
、
太
鼓
を
た
た
い
て
歩
く
。
川
ま
で
追
い
、
下
は
金
渕
、
上
は
新

敷
の
マ
ガ
ト
（
曲
所
）
ま
で
追
っ
て
行
っ
た
。
川
岸
で
、
み
ん
な
の
持
っ
て
い
る
旗
を
み
な
寄
せ
て
、
あ
ら
か
じ
め
準
備
し
て
あ

る
2
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
竹
で
か
ら
む
。
そ
し
て
カ
ナ
森
（
観
音
森
）
の
崖
の
上
か
ら
旗
の
竹
を
折
っ
て
川
へ
投
げ
込
む
。
中
に
は

こ
れ
を
折
ら
な
い
で
自
分
の
畑
に
持
っ
て
行
っ
て
立
て
る
人
も
あ
っ
た
。
太
鼓
は
一
つ
だ
け
で
あ
る
。

染
谷
・
木
崎

む
し
ぼ
い

6
月
24
日

産
土
神
の
稲
荷
神
社
に
集
ま
っ
て
大
人
は
オ
ミ
キ
ア
ゲ
を
し
、子
ど
も
た
ち
は
ム
シ
ボ
イ
を
す
る
。半
紙
半
分
を
5
枚
く
ら
い
つ
な

い
だ
旗
を
こ
し
ら
え
、「
天
下
泰
平

国
家
安
全
、五
穀
成
就

村
中
無
事

家
内
安
穏

虫
祭
悉
皆
退
散
事
」と
書
き
、そ
の
上
部
に

水
引（
二
つ
引
き
）を
書
く
。こ
れ
を
自
分
の
家
の
田
畑
に
さ
し
て
立
て
る
。子
ど
も
た
ち
は
ま
た
、フ
エ
・
カ
ネ
・
タ
イ
コ
に
貝
も
吹
き

な
が
ら
畑
を
廻
っ
て
歩
き
、最
後
に
川
端
へ
行
っ
て
、旗
の
竿
を
折
っ
て
流
す
。こ
れ
は
子
ど
も
た
ち
ば
か
り
で
や
る
。染
谷
に
は
、も

と
獅
子
舞
が
あ
っ
た
の
で
法
螺
貝
も
吹
い
た
し
、ま
た
鳴
物
は
上
手
で
な
く
て
も
よ
い
の
で
、大
人
は
参
加
し
な
か
っ
た
と
い
う
。

耳

取

む
し
ぼ
い

6
月
24
日

産
土
神
の
耳
取
大
権
現
で
オ
ミ
キ
ア
ゲ
を
し
、子
ど
も
た
ち
に
旗
を
書
い
て
く
れ
た
。半
紙
半
分
に
切
っ
て
長
く
つ
な
い
だ
も
の
に

「
天
下
泰
平

国
家
安
全
、五
穀
成
就

悪
虫
追
拂
」と
書
く
。子
ど
も
た
ち
は
田
畑
に
出
て
、め
い
め
い
の
家
の
田
畑
に
そ
れ
を
立
て

て
く
る
。鳴
り
物
な
ど
は
別
に
用
い
な
い
。戻
っ
て
来
れ
ば
菓
子
を
わ
け
て
や
る
。

三
本
木

ム
シ
ボ
リ

6
月
25
日

オ
ボ
シ
ナ
様（
天
神
様
）の
御
縁
日
に
一
緒
に
や
っ
た
。旗
を
立
て
、太
鼓
を
叩
い
て
歩
き
、フ
エ
も
用
い
な
い
。「
何
虫
ぼ
ー
る
ァ
、土

用
虫
ぼ
る
ァ
ね
、ヤ
ー
、ヤ
、ヤ
イ
」と
唱
え
言
を
し
な
が
ら
歩
く
。半
紙
を
つ
な
い
で
こ
し
ら
え
た
旗
に「
天
下
泰
平

国
家
安
全
、五

穀
成
就

村
中
無
事

家
内
安
穏

悪
虫
悉
皆
退
散
拂
」と
書
く
。こ
れ
に
サ
サ
ギ
畑
に
行
っ
て
取
っ
て
き
た
葉
っ
ぱ
に
墨
を
ぬ
っ

て
押
し
つ
け
、さ
ら
に
土
用
虫
や
毛
虫
の
絵
を
自
分
の
手
で
描
く
。こ
れ
を
竹
に
む
す
ん
で
、天
神
様
か
ら
上
っ
端
の
方
へ
行
き
、そ

れ
か
ら
下
に
さ
が
り
、耕
地
の
あ
る
所
に
か
か
る
と
太
鼓
を
た
た
き
、歌
を
う
た
っ
て
歩
く
。旗
は
歩
い
て
い
る
う
ち
に
、だ
ん
だ
ん

引
っ
切
れ
て
く
る
。竹
だ
け
に
な
る
と
、地
面
を
た
た
く
。巡
り
終
わ
れ
ば
川
端
に
行
き
、竹
を
折
っ
て
流
し
て
や
る
。

木
ノ
下

ム
シ
ボ
リ

6
月
24
日

紙
に
毛
虫
・
イ
モ
虫
な
ど
を
書
き
、こ
れ
を
ム
シ
と
言
い
、子
ど
も
た
ち
が
ム
シ
を
持
っ
て
、笛
・
太
鼓
で
歩
い
た
。「
虫
ま
つ（
虫
祭
）そ

う
ろ
う
、虫
の
マ
ツ
候
、何
の
虫
も
来
な
い
よ
う
に
、海
の
端
ま
で
飛
ん
で
行
け
」と
言
い
な
が
ら
村
外
れ
ま
で
行
き
、そ
こ
へ
全
部
捨

て
て
、三
回
ま
わ
っ
て
く
る
。ま
た
、畑
の
入
口
な
ど
に
も
捨
て
る
。ま
わ
り
終
わ
っ
て
帰
れ
ば
み
ん
な
で
オ
ミ
キ
ア
ゲ
を
し
た
。こ
こ

で
も
、下
田
本
村
で
も
早
く
か
ら
取
り
止
め
た
ら
し
く
、む
か
し
や
っ
た
と
い
う
が
見
た
こ
と
が
な
い
と
言
う
人
が
多
い
。

旧百石町
（現おいらせ町）

町
内
全
域

虫
ぼ
い

6
月
24
日

薬
剤
散
布
防
除
も
で
き
な
か
っ
た
昔
は
、病
虫
害
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
自
然
の
強
敵
で
あ
っ
た
。従
っ
て
神
に
祈
っ
て
病
虫
害

を
退
散
し
て
も
ら
う
よ
り
方
法
が
無
か
っ
た
。「
天
下
泰
平

五
穀
成
就

悪
虫
退
散

家
内
安
全
」と
書
い
た
紙
の
ぼ
り
を
自
分

の
田
畑
に
立
て
る
風
習
で
あ
っ
た
。一
方
、村
中
集
ま
っ
て
紙
の
ぼ
り
を
立
て
、笛
・
手
び
ら
が
ね
・
太
鼓
で
音
頭
を
と
り
、産
土
神
に

願
を
か
け
、村
境
ま
で
行
っ
て
解
散
す
る
。こ
の
日
は
、素
麺
か
手
作
り
う
ど
ん
を
煮
て
食
べ
る
。神
に
は
お
神
酒
、米
の
シ
ト
ギ
を
供

え
、農
作
物
が
立
派
に
収
穫
で
き
る
よ
う
に
祈
る
。ま
た
、こ
の
行
事
に
参
加
し
な
か
っ
た
家
の
畑
に
は
、虫
が
集
ま
る
と
信
じ
ら
れ

て
い
た
。

旧南部町
まち

（現南部町
ちょう

）

玉

掛

虫
ぼ
い

旧
6
月
24
日

「
悪
虫
払
い
」の
の
ぼ
り
を
立
て
て
笛
・
太
鼓
で
は
や
し
な
が
ら
田
圃
を
ま
わ
り
、の
ぼ
り
は
辰
ノ
口
付
近
に
捨
て
た
。人
形
は
作
ら
な

い
。

小

向

虫
ぼ
い

旧
6
月
24
日

の
ぼ
り
の
先
に
カ
ラ
オ
イ
の
花
を
つ
け
た
り
リ
ン
キ
ン
の
実
を
つ
け
た
り
し
た
。

門

前

虫
ぼ
い

旧
6
月
24
日

ワ
ラ
人
形
を
一
体
作
り
、の
ぼ
り
を
立
て
て
村
外
れ
に
行
っ
て
捨
て
た
。

大

向

虫
ぼ
い

旧
6
月
24
日

「
子
ど
も
た
ち
は
手
頃
の
竹
に
カ
ラ
オ
イ
の
花
を
つ
け
て『
天
下
泰
平

国
家
安
全

五
穀
成
就

悪
虫
退
散
』と
書
い
た
旗
を
つ

け
、元
八
幡
さ
ま
に
行
き
、そ
こ
か
ら
笛
・
太
鼓
・
手
平
鉦
で
出
発
す
る
。農
道
を
廻
り
、上
は
泉
山
道
ま
で
行
き
、戻
り
は
下
の
古
牧
橋

ま
で
来
て
、橋
の
上
か
ら『
悪
虫
退
散
の
旗
』を
川
に
流
し
た
。八
幡
さ
ま
に
戻
り
、子
ど
も
た
ち
に
は
セ
ン
ベ
イ
を
呉
れ
、大
人
た
ち

は
そ
れ
よ
り
御
神
酒
を
呑
む
。こ
の
日
は
農
家
は
休
み
」～『
大
向
地
区
年
中
行
事
』よ
り
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町
村
名

地
区
名

消
滅
の
時
期

名

称

実
施
時
期

行

事

内

容

旧名川町

（現南部町
ちょう

）

町
内
全
域

む
し
ま
つ
り

（
虫
追
い
）

6
月
24
日

半
紙
を
縦
に
半
分
切
っ
た
も
の
を
、縦
に
数
枚
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
旗
に
し
、そ
れ
を
長
い
竹
に
付
け
て
お
し
た
て
、「
何
虫
追
る
、土
用

虫
追
る
」と
叫
び
な
が
ら
、子
ど
も
た
ち
も
一
緒
に
集
落
の
田
圃
や
畑
の
中
を
ま
わ
っ
て
歩
く
。旗
に
は「
天
下
泰
平
、国
家
安
全
、五

穀
豊
穣
、悪
虫
退
散
虫
祭
」と
い
っ
た
文
字
を
書
い
て
い
る
。こ
の
日
は
こ
れ
と
一
緒
に
男
女
一
対
の
ム
ギ
カ
ラ
人
形
を
作
る
。大
き

さ
は
普
通
は
等
身
大
く
ら
い
の
も
の
で
、そ
れ
を
担
い
で
田
畑
を
巡
り
歩
く
。笛
・
太
鼓
・
手
平
鉦
で
歩
く
と
こ
ろ
も
あ
る
。そ
し
て
村

境
の
適
当
な
場
所
に
立
て
か
け
て
置
く
。こ
れ
を「
人
形
ぼ
い
」と
い
っ
て
い
る
。人
形
は
そ
の
場
で
焼
く
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、川
へ
流

す
と
こ
ろ
も
あ
る
。虫
ぼ
い
・
人
形
ぼ
い
は
集
落
に
よ
っ
て
日
は
一
定
し
て
い
な
い
。ま
た
集
落
に
よ
っ
て
虫
ぼ
い
だ
け
で
、人
形
ぼ

い
は
や
ら
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。

三戸町

袴
田
・
蛇
沼
・

泉
山
・
梅
内
・

斗
内

虫
ぼ
い

旧
6
月
24
日

悪
虫
退
散
な
ど
の
ノ
ボ
リ
を
立
て
、笛
・
鉦
・
太
鼓
で
は
や
し
な
が
ら
村
中
を
練
り
歩
く
。初
め
村
の
上（
か
み
）の
方
へ
行
き
ノ
ボ
リ

の
う
ち
半
分
を
立
て
て
来
て
、あ
と
の
半
分
は
村
の
下
の
方
へ
立
て
る
。人
形
は
作
ら
な
い
。「
な
ん
の
虫
ま
つ
り
ョ
、ゴ
ジ
ョ
虫
ま
つ

り
ョ
、ア
ズ
キ
デ
ェ
ロ
、メ
ア
ヘ
ロ（
参
ら
せ
ろ
）」と
唱
え
な
が
ら
村
中
を
歩
い
た
。

大
舌
の
大
羽

沢

虫
ぼ
い

6
月
24
日

虫
ぼ
い
が
終
わ
っ
た
後
の
い
っ
ぱ
い
飲
み
で
、屋
根
用
の
カ
ヤ
を
刈
る
権
利
の
話
し
合
い
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。だ
か
ら「
カ

ヤ
は
24
日
ま
で
」と
い
う
こ
と
ば
も
あ
る
由
で
あ
る
。

目
時

虫
ぼ
い

6
月
20
日

害
虫
駆
除
の
行
事
の
日
で
あ
る
。笛
・
太
鼓
で
は
や
し
な
が
ら
ノ
ボ
リ
を
立
て
て
田
圃
を
ま
わ
り
、後
で
ノ
ボ
リ
を
川
へ
流
し
た
。ノ

ボ
リ
の
先
に
は
カ
ラ
オ
イ
の
花
を
つ
け
る
。ノ
ボ
リ
に
は「
天
下
泰
平

五
穀
成
就

悪
虫
退
散
」な
ど
と
書
か
れ
て
い
た
。

東通村

鹿
橋

不

明

不

明

青
年
会
の
若
者
連
中
や
娘
た
ち
が
、集
落
の
田
の
端
か
ら
端
ま
で
、ガ
ン
ガ
ン
、太
鼓
・
法
螺
貝
な
ど
を
打
ち
鳴
ら
し
、「
ホ
ウ

ホ
ウ

シ
ュ
ウ

シ
ュ
ウ
」と
は
や
し「
何
虫
ボ
ル
ド

コ
ジ
ョ
虫

シ
ュ
ウ
」と
唱
え
な
が
ら
歩
き
回
っ
た
。

白
糠

不

明

6
月
下
旬

畑
の
種
ま
き
を
終
え
る
と
、小
麦
粉
で
1
寸
か
ら
2
寸
く
ら
い（
3
～
6
セ
ン
チ
）の
長
さ
の
ム
シ
を
作
り
、1
つ
は
川
に
流
し
、も
う

1
つ
は
灯
台
に
立
て
た
。

下
田
代

不

明

サ
ナ
ブ
リ
の

最
後
の
日

サ
ナ
ブ
リ
の
最
後
の
日
に
米
の
粉
で
2
、3
寸（
6
～
9
セ
ン
チ
）の
長
さ
の
ム
シ
を
作
り
、ア
ネ
ド
が
各
戸
か
ら
1
人
ず
つ
出
て
太

鼓
・
鉦
・
手
平
鉦
を
叩
き
な
が
ら
田
・
畑
に
ま
き
な
が
ら
ま
わ
っ
た
。村
境
ま
で
行
く
と
踊
っ
た
。ま
た
、6
月（
現
在
は
7
月
）の
恐
山

の
大
祭
に
行
っ
た
際
に
、お
札
を
買
い
、シ
ャ
ク
ナ
ゲ
の
葉
を
採
っ
て
き
て
、そ
れ
を
シ
ゴ
ロ
に
挟
ん
で
田
の
ク
ロ（
畦
）と
畑
に
各
家

ご
と
に
立
て
た
。

六ヶ所村

町
内
全
域

虫
ボ
リ

6
月

6
月
の
虫
ボ
リ（
虫
送
り
）は
、畑
の
作
物
も
成
長
し
て
き
て
い
る
の
で
、村
の
若
者
組
が
笛･

太
鼓
で
は
や
し
を
つ
け
な
が
ら
畑
を
ま

わ
っ
て
害
虫
を
追
っ
た
。平
沼
で
は
、別
当
さ
ま
の
家
で
つ
く
っ
た
虫
追
い
札
を
つ
け
て
田
畑
を
巡
っ
て
虫
ボ
リ
を
し
た
。半
紙
を
長

く
切
っ
て
書
き
、カ
ヤ
に
は
さ
ん
で
立
て
て
歩
い
た
。

東北町

上
板
橋

虫
ボ
リ

6
月
16
日

害
虫
を
駆
除
す
る
目
的
で
、虫
ボ
リ
を
行
っ
た
。そ
の
際
、「
い
も
虫
ホ
イ
ホ
イ
、ホ
イ
ホ
イ
」と
唱
え
な
が
ら
村
は
ず
れ
ま
で
虫
を
追
っ
た
。

上
清
水
目

虫
ボ
リ

7
月
15
日

長
竹
に
半
紙
を
挟
ん
で
、そ
れ
ぞ
れ
の
田
畑
に
さ
し
て
歩
い
た
。こ
の
時
、笛
・
太
鼓
の
お
は
や
し
と
と
も
に
剣
舞
も
繰
り
出
し
た
。

下
清
水
目

虫
ボ
リ

7
月
15
日

ト
シ
ナ（
注
連
縄
）に
ホ
ウ
ノ
木
・
山
椒
の
木
・
オ
ニ
バ
ラ
・
木
刀
・
杵
・
草
鞋
を
飾
っ
た
。ト
シ
ナ
の
下
に
は
、悪
魔
よ
け
・
悪
病
よ
け
の

た
め
に
藁
人
形
を
置
い
た
。男
女
の
区
別
が
で
き
る
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
陽
陰（
男
性
・
女
性
の
シ
ン
ボ
ル
）を
備
え
、だ
い
た
い
1
年
間

そ
の
ま
ま
に
し
て
お
き
、古
く
な
れ
ば
焼
い
て
、ま
た
新
た
な
藁
人
形
が
そ
な
え
つ
け
ら
れ
た
。

淋
代

虫
ボ
リ

6
月
15
日

「
な
ん
の
虫
も
キ
ト
チ
ャ
、か
ん
の
虫
も
キ
ト
チ
ャ
、み
ん
な
タ
イ（
平
）さ
、と
ん
で
し
ま
え
」と
唱
え
て
虫
を
追
っ
た
。

長
者
久
保

虫
ボ
リ

7
月
15
日

「
虫
ぁ

あ
っ
ち
ゃ
い
け
、あ
っ
ち
ゃ
い
け
」と
唱
え
た
。

田
ノ
沢

虫
ボ
リ

6
月
15
日

「
な
ん
の
虫
ま
づ
る（
祀
る
）、ゴ
ジ
ャ
ム
シ
ま
づ
る
、タ
ロ
ム
シ
ま
づ
る
」と
唱
え
た
。

外
蛯
沢

虫
ボ
リ

6
月
15
日

ホ
ウ
ノ
木
・
山
椒
の
木
・
桃
の
木
・
バ
ラ
の
木
を
刺
し
て
村
中
を
歩
い
た
。

蓼
内

虫
ボ
リ

6
月
15
日

男
女
一
体
の
藁
人
形
を
作
っ
て
お
神
酒
を
あ
げ
た
後
、人
形
の
体
内
に
ソ
バ
餅
を
入
れ
た
。

狼
ノ
沢

ヤ
マ
ヨ
ケ

6
月
15
日

虫
ボ
イ
を「
ヤ
マ
ド
メ（
田
植
後
の
サ
ナ
ブ
リ
休
み
）」の
期
間
に
行
う
こ
と
か
ら
ヤ
マ
ヨ
ケ
と
も
呼
ん
だ
。こ
れ
は
魔
除
け
が
転
訛
し

た
も
の
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
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藩
政
時
代
に
盛
岡
藩（
南
部
藩
）領
に
属
し
て
い
た
岩
手
県
北
部
地
域
は
、青
森
県

南
部
地
方
と
つ
な
が
り
が
深
く
、類
似
の
文
化
圏
を
形
成
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ

い
。県
北
部
で
行
わ
れ
て
き
た
虫
送
り
行
事
も
、日
程
や
行
事
の
名
称
、藁わ
ら

人
形
づ
く

り
な
ど
共
通
の
要
素
を
含
む
こ
と
か
ら
、青
森
県
南
部
地
方
の
も
の
と
同
じ
系
統
と

み
る
こ
と
が
で
き
る
。

特
に
虫
送
り
行
事
が
盛
ん
だ
っ
た
の
は
、旧
安あ

代し
ろ

町（
現
八
幡
平
市
）か
ら
二
戸
市
、

久
慈
市
に
か
け
て
の
、か
つ
て
の
二
戸
郡
・
九
戸
郡
一
帯
で
あ
る
。青
森
県
と
同
じ

く
、そ
の
ほ
と
ん
ど
は
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
が
、現
在
も「
横
間
虫
追
い
ま
つ
り
」（
7

月
第
2
日
曜
日
／
八
幡
平
市
打う

つ
た
な
い

田
内
／
八
幡
平
市
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
）、「
中
沢
虫
追

い
祭
り
」（
7
月
下
旬
／
二
戸
市
上か
み
と
ま
い

斗
米
中
沢
／
二
戸
市
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
）、「
枝え
だ
な
り成

沢さ
わ

虫
ま
つ
り
」（
6
月
上
旬
／
久
慈
市
枝
成
沢
／
久
慈
市
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
）、「
高
屋

敷
虫
追
い
ま
つ
り
」（
旧
暦
6
月
24
日
／
二
戸
郡
一
戸
町
高
屋
敷
）な
ど
数
カ
所
で
行
事

が
継
承
さ
れ
て
い
る
。い
ず
れ
も
幟
の
ぼ
り
や
旗
を
手
に
、お
囃
子
を
伴
っ
た
行
列
を
組
ん

で
地
区
内
を
め
ぐ
り
、悪
虫
・
悪
疫
退
散
、五
穀
豊
穣
を
祈
願
す
る
行
事
で
、高
屋
敷

虫
追
い
ま
つ
り
を
除
い
て
行
列
に
は
藁
人
形
が
付
随
し
、最
後
に
村
境
に
送
り
出
す

も
の
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
旧
安
代
町
の「
横
間
虫
追
い
ま
つ
り
」は
、戦
後
の
昭
和
20
年
代
に
一
時

中
断
し
た
後
、昭
和
60
年（
1
9
8
5
）こ
ろ
に
復
活
し
た
も
の
で
、現
在
は「
横
間
虫

追
い
ま
つ
り
保
存
会
」が
結
成
さ
れ
て
い
る
。中
断
前
は「
虫
ボ
イ
祭
り
」と
呼
ん
で

い
た
と
い
う
。

こ
の
行
事
の
由
来
と
し
て
は
、江
戸
時
代
の
天
明
の
大
飢
饉
の
際
、こ
の
地
に
来

た
修
験
者（
山
伏
）が
村
人
の
苦
し
ん
で
い
る
姿
を
見
て「
五
穀
豊
穣
」と「
悪
病
退
散

虫
追
い
」を
唱
え
、太
鼓
を
打
ち
鳴
ら
し
て
村
を
め
ぐ
っ
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
て

い
る
。

虫
追
い
ま
つ
り
当
日
は
、午
前
中
に
横
間
集
落
の
公
民
館
前
で
住
民
が
持
ち
寄
っ

た
藁
で
男
女
2
体
の
人
形
を
つ
く
る
。指
、腕
、胴
体
、性
器
を
別
々
の
人
が
担
当
し
、

最
後
に
そ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
る
と
高
さ
1
2
0
～
1
3
0
セ
ン
チ
の
藁
人
形
に

な
る（
写
真
1
）。こ
れ
に
墨
で
描
い
た
紙
の
顔
を
貼
り
付
け
、マ
ダ
の
木
の
皮
の
タ
ス

キ
を
か
け
る
。頭
を
こ
の
地
域
の
特
産
品
で
あ
る
リ
ン
ド
ウ
な
ど
の
花
で
飾
り
、縄

の
鉢
巻
き
を
し
て
鬼
を
か
た
ど
っ
た
か
の
よ
う
な
木
の
角
を
2
本
刺
す
の
が
、他
地

域
の
人
形
と
異
な
る
点
で
あ
る
。

人
形
が
で
き
あ
が
る
と
、塩
、肴
さ
か
な
、お
神
酒
を
あ
げ
て
拝
礼
し
、軽
食
を
と
っ
た
あ

と
行
列
を
組
ん
で
お
昼
過
ぎ
に
出
発
す
る
。一
行
は「
横
間
虫
追
い
ま
つ
り
」の
幟
を

岩
手
県
北
部
地
域
の
虫
送
り

1.横間虫追いまつりの藁人形づくり

2.横間虫追いまつりの行列
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先
頭
に
、大
太
鼓
、男
人
形
、女
人
形
、そ
の
後
に「
駒
形
神
社
」「
八
幡
神
社
」「
不
動
明

王
」な
ど
地
元
の
神
社
名
を
書
い
た
幟
を
持
っ
た
氏
子
、子
ど
も
た
ち
と
そ
の
保
護

者
ら
が
続
く（
写
真
2
）。お
囃
子
は
太
鼓
と
手て
び
ら
が
ね

平
鉦
の
み
で
笛
は
付
か
な
い
。

「
五
穀
豊
穣
」「
悪
虫
退
散
」な
ど
虫
追
い
祈
願
の
文
言
を
書
い
た
紙
旗
は
持
た
な

い
が
、そ
の
代
わ
り
に
行
列
の
先
導
者
が「
五
穀
豊
穣
稲い
な
む
し
は
ら

虫
祓
え
豊
作
祭
り
や
～
」

と
拡
声
器
で
声
高
に
唱
え
、そ
れ
に
応
え
て
全
員
で「
豊
作
祭
り
や
～
」と
唱
和
す

る
。そ
れ
を
何
度
も
繰
り
返
し
な
が
ら
、集
落
の
東
は
ず
れ
の
曲
田
集
落
と
の
境
界

ま
で
歩
い
た
と
こ
ろ
で
、打
田
内
川
の
川
べ
り
に
男
女
の
人
形
を
並
べ
て
立
て
置
く

（
写
真
3
）。

行
事
が
中
断
す
る
前
は
人
形
を
川
に
流
し
て
い
た
と
い
う
。復
活
し
て
か
ら
は
そ

の
場
で
焼
い
て
い
た
が
、近
年
で
は
小
型
ト
ラ
ッ
ク
に
積
ん
で
公
民
館
ま
で
い
っ
た

ん
運
び
、慰
労
会
の
後
に
公
民
館
前
の
広
場
の
横
を
流
れ
る
打
田
内
川
の
川
べ
り
で

焼
く
よ
う
に
な
っ
た
。

「
中
沢
虫
追
い
祭
り
」も
、男
女
2
体
の
藁
人
形
が
主
役
の
虫
送
り
行
事
で
あ
る
。

ほ
ぼ
等
身
大
の
2
体
の
人
形
を
先
頭
に
、「
五
穀
成
就
悪
虫
悪
病
退
散
祭
」な
ど
と

書
い
た
幟
の
白
ハ
タ
、太
鼓
・
笛
・
手
平
鉦
の
お
囃
子
、踊
り
手
が
付
随
し
た
行
列
が
、

産う
ぶ
す
な
が
み

土
神
の
蒼
前
神
社
を
出
発
し
て
地
区
内
を
練
り
歩
く
。最
後
に
隣
の
地
区
と
の
境

で
人
形
と
幟
を
一
緒
に
焼
き
、悪
虫
や
悪
病
を
遠
く
に
追
い
払
う
。

「
枝
成
沢
虫
ま
つ
り
」は
、他
地
域
の
虫
送
り
よ
り
早
め
の
5
月
末
か
ら
6
月
初
め

に
か
け
て
、早さ

な

ぶ

苗
振
り
を
兼
ね
て
行
わ
れ
て
き
た
。田
畑
の
害
虫
を
封
じ
込
め
た
藁

人
形
を
何
体
も
つ
く
り
、そ
れ
を
棒
に
く
く
り
つ
け
て
掲
げ
、虫
ま
つ
り
の
幟
の
ぼ
り
ば
た旗
を

立
て
、笛
・
太
鼓
・
手
平
鉦
で
囃
し
な
が
ら
地
区
内
を
練
り
歩
く（
写
真
4
）。以
前
は
人

形
を
地
区
の
は
ず
れ
の
小
さ
な
川
に
流
し
て
い
た
が
、環
境
に
配
慮
し
て
今
は
ま
と

3.横間虫追いまつりの藁人形。男女の人形ともリンドウなどの花で飾った頭に２本の角を差し、タスキをか
けているのが特徴

め
て
燃
や
し
て
い
る（
写
真
5
）。

枝
成
沢
の
人
形
は
害
虫
や
赤
飯
な
ど
を
詰
め
た「
苞つ
と

」と
い
う
荷
物
を
背
負
っ
て

い
る
。秋
田
県
で
濃
厚
に
分
布
し
て
い
る
鹿
島
流
し（
鹿
島
送
り
）の
行
事
で
も
、苞
を

背
負
っ
た
鹿
島
人
形
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。ま
た
、丁
ち
ょ
ん
ま
げ髷・
帯
刀
で
侍
の
姿
を
し
て
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い
る
の
も
こ
こ
の
人
形
の
特
徴
で
あ
る
。

西
日
本
で
は
こ
う
し
た
藁
人
形
を
サ
ネ
モ
リ（
実
盛
）と
す
る
地
域
が
多
い
。平
安

時
代
の
武
将
斎
藤
実
盛
の
怨
霊
が
稲
の
害
虫
と
な
っ
た
と
い
う
説
が
あ
り
、実
盛
人

形
を
つ
く
っ
て
そ
の
怨
霊
を
村
外
に
追
放
す
る
の
だ
と
い
う
。苞
を
背
負
っ
た
侍
姿

の
枝
成
沢
の
藁
人
形
は
、鹿
島
人
形
、あ
る
い
は
実
盛
人
形
と
関
連
が
あ
る
の
だ
ろ

う
か
。

「
高
屋
敷
虫
追
い
ま
つ
り
」は
、1
年
で
も
っ
と
も
暑
い
日
が
続
く
時
期
に
、大
根

の
播は
し
ゅ種
時
期
の
畑
と
水
稲
の
害
虫
、体
の
中
に
い
る
悪
虫
を
追
い
出
す
祭
り
と
し

て
、旧
暦
6
月
24
日
に
行
わ
れ
る
。笹
竹
に
括く
く

り
付
け
た
紙
旗
を
手
に
行
列
を
つ
く

り
、笛
・
太
鼓
・
鉦
の
お
囃
子
の
音
を
響
か
せ
な
が
ら
村
は
ず
れ
ま
で
行
き
、悪
虫
退

散
、五
穀
豊
穣
を
祈
願
す
る
。

途
中
、畑
に
は「
五
穀
成
就

悪
蟲
退
散
祭
所
也
」、水
田
に
は「
十
和
田
山
神
社
悪

蟲
退
散
祭
所
也
」の
紙
旗
を
そ
れ
ぞ
れ
立
て
る
。こ
の
時
、大
麦
を
こ
が
し
て
粉
に
し

た
香こ
う
せ
ん煎

を
撒ま

き
、防
除
祈
願
を
す
る（
写
真
6
）。こ
の
香
煎
を
水
か
お
湯
で
湿
ら
せ
て

そ
の
ま
ま
食
す
と
、体
内
の
悪
虫
が
退
散
す
る
と
い
う
。虫
追
い
の
一
行
は
最
後
に

平
糠
川
の
川
岸
に
到
着
し
、こ
こ
で「
岩
手
神
社
悪
蟲
退
散
祭
所
也
」の
紙
旗
を
燃
や

し
、川
に
流
す（
写
真
7
）。

岩
手
県
北
部
地
域
で
は
、こ
れ
ら
虫
追
い
、虫
ま
つ
り
と
呼
称
さ
れ
る
虫
送
り
行

事
と
、や
や
趣
を
異
に
す
る「
福
田
の
人
形
ま
つ
り
」（
二
戸
市
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
／

8
月
16
日
／
二
戸
市
御ご

へ
ん
ち

返
地
福
田
）の
よ
う
な
人
形
送
り
の
行
事
も
行
わ
れ
て
い
る
。

福
田
高
清
水
稲
荷
神
社
境
内
で
麦
藁
と
稲
藁
で
男
女
2
体
の
人
形
を
つ
く
っ
た

後（
写
真
8
・
9
）、神
社
の
幟
を
先
頭
に
、幣
束
を
持
っ
た
神
官
、太
鼓
と
鉦
、身
体
の

悪
い
と
こ
ろ
を
撫
で
た
せ
ん
べ
い
を
棒
に
吊
る
し
て
運
ぶ
せ
ん
べ
い
担
ぎ（
写
真
10
）

4.枝成沢の虫まつりでは、棒に括り付けた何体もの藁人形を掲げ
て練り歩く（平成24年撮影・島川芳樹氏提供）

5.害虫を封じ込めた藁人形は、最後にまとめて燃やされる（平成24
年撮影・島川芳樹氏提供）

6.高屋敷の虫追いでは、田畑に紙旗を立てて虫除けの香煎を撒く
（平成20年撮影・愛木稔氏提供）

7.「悪蟲退散祭所也」と書かれた紙旗は、最後に村はずれで川に流
される（平成20年撮影・愛木稔氏提供）
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9.女人形 8.福田人形まつりの男人形

11.福田の人形まつりでは、橋の上で藁人形を和合
させてから川に投げ入れる（二戸市提供）

な
ど
の
行
列
が
出
発
す
る
。台
車
に
背
中
合
わ
せ
に
乗
せ
た
人
形
を
子
ど
も
た
ち
が

「
ヤ
ー
レ
ヤ
レ
ヤ
レ
」と
掛
け
声
を
発
し
な
が
ら
引
き
、地
区
内
を
一
巡
し
た
後
、安あ
っ

比ぴ

川
に
か
か
る
沢
口
橋
の
上
か
ら
人
形
2
体
を
ほ
う
り
投
げ
、川
に
流
す（
写
真
11
）。

天
保
年
間（
1
8
3
0
～
1
8
4
3
）に
飢
饉
や
疫
病
が
流
行
し
た
際
に
、悪
疫
退
散

の
祭
り
と
し
て
始
め
ら
れ
た
と
い
わ
れ

る
。行
事
の
根
底
に
は「
悪
疫
退
散
」「
豊

年
万
作
」の
祈
願
が
流
れ
て
お
り
、虫
を

送
る
と
い
う
伝
承
は
な
い
。行
事
の
呼
称

も「
人
形
ま
つ
り
」で
、虫
送
り
行
事
と
は

異
な
る
系
譜
に
あ
る
よ
う
だ
。（
青
森
県
南

部
地
方
の
人
形
送
り
に
つ
い
て
は
、本
書
の

第
三
章
を
参
照
さ
れ
た
い
）

10.せんべいは家族の人数分を持ち寄って運んでも
らい、最後に人形と一緒に川に流す（二戸市提供）
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【
実
施
地
】

上
北
郡
七
戸
町
尾
山
頭

【
地
域
の
概
要
】

尾
山
頭
は
か
つ
て
は
旧
野
辺
地
村
の
飛
地
で
あ
っ
た
。旧
天
間
林
村
の
集
落
の
一

つ
で
、七
戸
町
の
北
東
部
、東
北
町
と
隣
接
す
る
位
置
に
あ
る
。集
落
内
の
千ち
び
き曳
神
社

は
、「
壺
の
石い
し
ぶ
み文
」を
建
て
た
と
い
う
伝
説
が
あ
り
、青
森
県
で
は
最
古
の
神
社
と
い

わ
れ
て
い
る
。戸
数
は
戦
前
22
戸
あ
っ
た
が
、戦
後
は
20
戸
と
な
り
、現
在
は
17
戸
で

あ
る
。昔
は
馬
、乳
牛
な
ど
を
飼
育
し
て
い
た
が
、今
は
ナ
ガ
イ
モ
を
主
と
す
る
畑
作

と
、「
ま
っ
し
ぐ
ら
」と
い
う
水
稲
粳
う
る
ち

品
種
を
栽
培
す
る
稲
作
農
家
な
ど
の
純
農
村

地
帯
で
あ
る
。最
近
は
会
社
勤
め
の
若
者
が
増
え
て
い
る
。

【
行
事
の
名
称
】

尾
山
頭
の
虫
送
り
。行
事
名
称
は
虫
送
り
で
あ
る
が
、内
容
は
人
形
を
村
は
ず
れ

に
送
る「
人
形
送
り
」の
行
事
と
い
え
る
。

【
行
事
の
由
来
】

田
畑
な
ど
に
虫
害
が
な
く
、豊
作
で
あ
る
よ
う
に
、ま
た
藁
人
形
に
吊
る
す
お
に

ぎ
り
に
家
内
安
全
を
託
す
。こ
の
行
事
は
明
治
の
こ
ろ
に
は
す
で
に
あ
っ
た
と
い
わ

れ
る
が
、行
事
の
由
来
は
は
っ
き
り
し
な
い
。

【
実
施
の
月
日
】

7
月
23
日（
千
曳
神
社
の
大
祭
日（
旧
暦
6
月
15
日
）の
翌
日
に
行
う
）。こ
の
日
は
農
休

日
と
す
る
。

七し
ち
の
へ
ま
ち
お
や
ま
が
し
ら

戸
町
尾
山
頭
の
虫む

し
お
く送
り

2.頭部を作るため藁束を縄で縛り、縛った縄を隠すように外側に
手前の藁をすべて折り曲げる

1.藁を使用するにはシベを取る

4.両腕の取りつけ 3.写真2の藁束を逆にして、手前に藁を折り曲げている
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【
文
化
財
指
定
】

な
し

【
行
事
の
主
体
】

保
存
会
な
ど
は
な
く
、集
落
み
ん
な
で
行
う
。集
落
の
代
表
は
常
じ
ょ
う

会
長
と
呼
ば
れ

る
。

【
参
加
者
・
担
い
手
な
ど
】

藁わ
ら

人
形
作
り
は
集
落
の
老
男
女
。懇
親
会
や
雑
用
な
ど
の
準
備
は
女
性
が
行
う

が
、若
者
の
姿
は
見
え
な
い
。集
落
内
の
巡
行
に
は
、子
ど
も
も
参
加
す
る
。

【
行
事
の
準
備
】

藁
人
形
、刀
、弓
、ト
シ
ナ（
し
め
縄
）な
ど
の
準
備
が
必
要
で
あ
る
。藁
人
形
、刀
、弓

な
ど
の
製
作
は
集
落
内
の
小
屋
を
借
り
て
行
う
。た
だ
し
、天
気
に
恵
ま
れ
た
時
は
、

野
外
で
行
う
。

〈
人
形
作
り
〉

藁
人
形
は
、男
女
の
年
配
者
数
人（
今
年

は
男
5
人
、女
4
人
）が
手
分
け
し
て
、当
日

午
前
8
時
ご
ろ
か
ら
作
業
が
始
ま
っ
た
。

稲
藁
の
シ
ベ
を
取
り
除
き（
写
真
1
）、男

女
2
体
の
藁
人
形
を
作
る
の
で
あ
る
。今

年
は
2
ダ
ン（
藁
束
12
把
で
1
マ
ロ
、6
マ

ロ
で
1
ダ
ン
）の
藁
を
準
備
し
た
。以
前
は

稲
藁
で
な
く
麦む
ぎ
か
ら稈（

藁
）を
使
用
し
た
。

①
シ
ベ
を
取
っ
た
藁
束
を
、穂
先
側
を

上
に
し
反
対
側
の
下
部
か
ら
20
セ
ン
チ

く
ら
い
の
と
こ
ろ
を
縄
で
縛
り（
写
真
2
）、穂
先
側
を
外
側
に
折
り
曲
げ
る（
写
真

3
）。折
り
曲
げ
た
ら
穂
先
側
が
戻
ら
な
い
よ
う
に
縄
で
縛
る
。こ
こ
が
頭
部
と
な

る
。

②
腕
の
部
分
は
藁
束
を
2
つ
に
分
け
、穂
先
を
両
手
指
先
と
し
て
、腕
が
垂
れ
下
が

ら
な
い
よ
う
に
3
尺（
約
90
セ
ン
チ
）の
芯
材
と
す
る
竹
を
中
に
入
れ
て
、頭
部
の
下

の
藁
の
中
に
横
に
入
れ
る（
写
真
4
）。ま
た
、胴
体
と
脚
部
を
作
る
た
め
、藁
束
を
つ

け
加
え
、胴
体
と
手
の
と
こ
ろ
は
タ
ス
キ
掛
け
に
し
て
縛
る（
写
真
5
）。腕
と
な
る
と

こ
ろ
は
手
の
甲
を
残
し
、2
カ
所
縛
る
。脚
部
は
胴
体
の
途
中
か
ら
両
足
に
分
け
、こ

こ
も
2
カ
所
縛
る（
写
真
6
）。

③
牧
草
の
オ
ー
チ
ャ
ー
ド
は
、戦
後
馬
の
餌
に
す
る
た
め
ア
メ
リ
カ
か
ら
取
り
寄

せ
た
植
物
で
あ
る
が
、馬
が
い
な
く
な
っ
た
現
在
で
も
道
路
の
縁
に
生
え
て
い
る
。

こ
の
緑
色
の
オ
ー
チ
ャ
ー
ド
を
人
形
の
髪
と
し
て
使
用
す
る
。戦
前
は
ス
ゲ
を
髪
に

し
た
。オ
ー
チ
ャ
ー
ド
の
根
元
の
方
を
、紐ひ
も

で
編
ん
で
い
く（
写
真
7
）。

6.人形の形ができてきた

5.胴体、手、足をたすき掛けで縛る

7.アメリカ原産のオーチャードは髪となる
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④
人
形
面
は
紙
に
男
顔
絵
、女
顔
絵（
写
真
8
）を
描
き
人
形
の
頭
部
に
置
く
。

⑤
髪
の
毛
と
す
る
オ
ー
チ
ャ
ー
ド
で
顔
絵
を
押
え
て
縛
る（
写
真
9
）。

⑥
次
に
オ
ー
チ
ャ
ー
ド
を
、オ
ー
ル
バ
ッ
ク
の
よ
う
に
反
転
さ
せ（
写
真
10
）、髪
が

乱
れ
な
い
よ
う
に
後
ろ
を
藁
で
縛
る（
写
真
11
）。

⑦
手
と
足
は
そ
れ
ぞ
れ
手
首
、足
首
を
縛
り
、指
は
1
本
ず
つ
と
な
る
よ
う
5
本
に

わ
け
て
縛
る（
写
真
12
）。

〈
刀
、弓
矢
〉

男
の
人
形
に
は
、長
い
刀
と
弓
、女
の
人
形
に
は
短
い
刀
を
つ
け
る（
写
真
13
）。男

9.紙をあて、その上から髪（オーチャード）を被せる 8.男女人形の似顔絵

13.女の藁人形に刀を差す 12.手の指を作り、仕上げは鋏で切り揃える

11.髪は後ろで藁で縛る 10.オーチャードを後ろに折る

15.竹で作った弓矢 14.刀は鉈で削って作る
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の
長
い
刀
は
桑
の
木
、女
の
短
い
刀
は
ウ
ツ
ギ
の
木
を
伐
り
、皮
を
削
っ
て
作
る（
写

真
14
）。刀
の
長
さ
は
、そ
れ
ぞ
れ
73
セ
ン
チ
、60
セ
ン
チ
で
あ
る
。弓
矢
は
竹
を
使
用

す
る（
写
真
15
）。

〈
お
に
ぎ
り
〉

家
内
の
災
い
を
託
す
お
に
ぎ
り（
写
真
16
）は
、柏
葉
に
包
ん
で
2
体
の
藁
人
形
に

吊
る
す（
写
真
17
）。村
は
ず
れ
ま
で
災
い
を
追
い
出
す
た
め
で
あ
る
。最
近
で
は
、チ

ラ
シ
な
ど
の
紙
で
包
む
よ
う
に
な
り
、ま
た
、藁
人
形
が
村
内
を
練
り
歩
く
時
に
吊

る
す
の
で
は
な
く
、集
会
所
に
持
っ
て
き
て
出
発
前
に
吊
る
す
よ
う
に
な
っ
た
。

〈
出
発
前
の
神
事
〉

藁
人
形
の
準
備
が
で
き
た
ら
、集
会
所
の
入
口
前
に
2
体
を
並
べ
、お
神
酒
が
供

え
ら
れ
る
。参
加
者
は
藁
人
形
を
拝
み
、お
神
酒
を
い
た
だ
く（
写
真
18
・
19
・
20
）。

19.藁人形を拝む

16.柏葉や紙で包まれた各家の災を託されたおにぎり

18.集まってきた人たちが、藁人形を拝みお神酒をいただく

21.左から笛、太鼓、太鼓、手平鉦

17.藁人形の両腕に結ばれた縄に、おにぎりが吊るされた

20.藁人形を拝む
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連
す
る
人
形
送
り
、人
形
立
て

〈
行
列
に
持
参
す
る
物
〉

太
鼓
、笛
、手て
び
ら
が
ね

平
鉦（
写
真
21
）

 

【
集
落
内
の
巡
行
】

準
備
が
す
べ
て
整
っ
た
ら
、集
落
内
の
巡
行
に
出
発
す
る
。田
畑
の
作
物
に
悪
虫

の
害
が
な
い
よ
う
に
、豊
作
に
な
る
よ
う
に
、家
内
に
災
い
が
な
い
よ
う
に
と
、笛
、

太
鼓
、手
平
鉦
で
元
気
よ
く
音
を
立
て
練
り
歩
く
。太
鼓
の
リ
ズ
ム
は「
ド
ー
ン
ド
ー

ン
ド
ン
ド
ン
ド
ン
」の
繰
り
返
し
で
あ
る
。途
中
、家
か
ら
子
ど
も
も
加
わ
っ
て
賑
や

か
に
な
っ
て
き
た
。集
会
所
を
出
発
し
た
一
行（
写
真
22
・
23
・
24
・
25
・
26
）は
、ゆ
っ
く

り
村
内
を
進
行
し
、や
が
て
前
も
っ
て
作
っ
て
お
い
た
ト
シ
ナ（
注し

め

な

わ

連
縄
）を
張
っ
て

あ
る
東
北
町
と
の
境
で
あ
る
村
は
ず
れ
に
向
か
う
。村
境
に
着
い
た
ら
、杉
の
木
の

根
元
に
2
体
の
藁
人
形
を
並
べ
る（
写
真
27
）。並
べ
終
え
た
瞬
間
、「
ホ
リ
ャ
ー
」と
大

声
を
立
て
一
目
散
に
村
に
走
っ
て
帰
る（
写
真
28
・
29
）。藁
人
形
が
抱
え
た
災
い
が
、

追
い
駆
け
て
こ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
と
い
わ
れ
る
。行
事
が
終
了
し
、集
会
所
に

集
ま
り
懇
親
会
を
行
う
。

【
尾
山
頭
の
虫
送
り
の
特
徴
】

尾
山
頭
の
虫
送
り
は
、男
女
2
体
の
刀
を
差
し
た
藁
人
形
を
作
り
、集
落
を
巡
り

歩
き
、村
は
ず
れ
の
木
の
下
に
人
形
を
置
い
た
ら
、「
ホ
リ
ャ
ー
」と
声
を
出
し
人
形

に
追
い
か
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
大
急
ぎ
で
走
っ
て
帰
っ
て
く
る
行
事
で
あ
る
。ま

た
、各
家
々
の
災
い
は
柏
葉
で
包
ん
だ
お
に
ぎ
り
に
託
し
、人
形
に
持
た
せ
て
や
る

の
も
他
村
に
見
ら
れ
な
い
特
徴
で
あ
る
。

24.笛、太鼓、手平鉦が行列に加わる

22.藁人形を先頭に出発した行列

25.女性も笛を吹き、鉦を鳴らす

23.先頭の藁人形を持つ男女
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虫
送
り
に
関
連
す
る
人
形
送
り
、人
形
立
て

【
行
事
の
存
続
】

行
事
の
日
程
が
村
内
神
社
の
例
祭
の
翌
日
で
あ
り
、ま
た
、戸
数
が
17
戸
と
少
な

い
た
め
か
、村
人
の
結
束
が
堅
い
。若
者
が
見
当
た
ら
な
い
の
が
少
し
気
に
な
る
が
、

行
事
は
存
続
さ
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。

27.村はずれの杉の元に藁人形を置く 26.村はずれに進む行列

29.村へも走って帰る 28.「ホリャー」と叫び、走り帰る

30.村外に送り出された藁人形
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虫
送
り
に
関
連
す
る
人
形
送
り
、人
形
立
て

【
実
施
地
】

三
戸
郡
南
部
町
小
向
正
寿
寺

【
地
域
の
概
要
】

南
部
町
は
三
戸
郡
内
の
東
部
に
位
置
し
、東
は
八
戸
市
、北
か
ら
西
に
か
け
て
五

戸
町
、三
戸
町
、南
は
岩
手
県
境
に
接
す
る
。町
の
中
心
部
を
馬ま

淵べ
ち

川が
わ

が
東
西
を
横
断

す
る
よ
う
に
流
れ
、平
地
は
少
な
く
丘
陵
地
帯
が
大
部
分
を
占
め
る
。平
成
18
年
1

月
1
日
に
旧
南な
ん
ぶ
ま
ち

部
町
と
名
川
町
、福
地
村
が
新
設
合
併
し
南な
ん
ぶ
ち
ょ
う

部
町
と
な
っ
た
。

調
査
地
の
正
寿
寺
は
町
の
西
部
、馬
淵
川
左
岸
の
な
だ
ら
か
な
丘
陵
地
に
開
け
た

戸
数
40
戸
の
集
落
。周
囲
は
リ
ン
ゴ
畑
が
広
が
り
、果
樹
栽
培
を
中
心
と
し
た
純
農

村
地
帯
と
な
っ
て
い
る（
写
真
1
）。

南
部
町
は
南
部
藩
発
祥
の
地
と
い
わ
れ
、

正
寿
寺
に
は
南
部
氏
の
菩
提
寺
で
あ
っ
た
三

光
寺
を
は
じ
め
、第
27
代
藩
主
南
部
利
直
の

霊み
た
ま
や屋（

青
森
県
重
宝
）、利
直
の
四
男
利
康
の
霊

屋（
国
指
定
重
要
文
化
財
）、南
部
藩
二
代
藩
主

実さ
ね

光み
つ

の
墓
所
な
ど
が
あ
り
、南
部
氏
と
大
変

ゆ
か
り
の
深
い
場
所
で
あ
る
。

【
行
事
の
名
称
】

人
形
ま
つ
り

【
行
事
の
由
来
伝
承
】

祭
り
に
関
す
る
古
い
記
録
が
残
っ
て
い
な
い
の
で
確
か
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。

江
戸
時
代
中
ご
ろ
に
始
ま
っ
た
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
お
り
、戦
時
中
も
中
断
す
る
こ

と
な
く
続
け
ら
れ
て
き
た
。

行
事
名
を
虫
ボ
イ
と
い
う
人
も
い
る
が
、実
際
に
は
人
形
を
作
り
、集
落
を
め

ぐ
っ
て
か
ら
焼
い
て
し
ま
う
厄
払
い
の
人
形
送
り
の
行
事
で
、か
つ
て
は
人
形
ボ
イ

と
も
呼
ん
で
い
た
。

祭
り
の
目
的
と
し
て
は
、人
形
に
悪
疫
・
災
厄
を
託
し
て
送
り
、同
時
に
秋
の
実
り

と
五
穀
豊
穣
を
祈
願
す
る
た
め
と
い
わ
れ
て
い
る
。

現
在
、正
寿
寺
で
は
虫
追
い
行
事
を
行
っ
て
い
な
い
が
、か
つ
て
は
人
形
ま
つ
り

と
は
別
の
日
に
実
施
し
、紙
旗
に「
悪
霊
退
散
」な
ど
と
書
い
て
、笛
・
太
鼓
を
鳴
ら
し

な
が
ら
村
を
練
り
歩
い
た
も
の
と
い
う
。こ
の
2
つ
は
本
来
別
々
の
儀
礼
で
、人
形

ま
つ
り
だ
け
が
今
に
継
承
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

【
実
施
の
月
日
】

8
月
27
日（
集
落
の
産う
ぶ
す
な
が
み

土
神
で
あ
る
熊
野
神
社
の
例
祭
の
最
終
日
で
、戦
前
は
旧
暦
8
月

27
日
に
行
わ
れ
た
）

【
文
化
財
指
定
】

な
し

【
行
事
の
主
体
】

集
落
全
体
の
祭
り
と
し
て
正
寿
寺
町
内
会（
坂
本
瑞
男
会
長
）が
主
催
す
る
が
、人

形
づ
く
り
や
祭
り
の
進
行
は
熊
野
神
社
の
氏
子
が
中
心
と
な
っ
て
行
う
。保
存
会
な

ど
は
結
成
さ
れ
て
い
な
い
。

南な
ん
ぶ
ち
ょ
う

部
町
正し

ょ
う
じ
ゅ
じ

寿
寺
の
人に

ん
ぎ
ょ
う形
ま
つ
り

1.正寿寺集落遠景。後方の山は名久井岳（615メートル）
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【
参
加
者
・
担
い
手
な
ど
】

人
形
づ
く
り
は
氏
子
を
中
心
と
し
た
男
性
が
行
う
。女
性
は
お
昼
と
直な
お
ら
い会
の
飲
食

の
用
意
を
す
る
。人
形
追
い
の
行
列
に
は
誰
で
も
参
加
で
き
る
が
、子
ど
も
た
ち
と

そ
の
保
護
者
が
主
で
あ
る
。ほ
か
に
神
楽
の
舞
い
手
、駒
踊
り
の
踊
り
手
、囃
子
方
が

行
列
に
付
随
す
る
。

【
行
事
の
実
施
内
容
】

〈
準
備
〉

人
形
ま
つ
り
は
8
月
24
日
か
ら
27
日
ま
で
の
熊
野
神
社
の
例
祭
に
合
わ
せ
て
開

催
さ
れ
る
。24
日
は
宵
宮
で
神
社
の
鳥
居
前
に
大
き
な
幟
の
ぼ
り
を
6
本
立
て
る
。こ
れ
を

ハ
タ
上
げ
と
い
う（
写
真
2
）。25
日
は
神
社
の
拝
殿
に
氏
子
が
参
集
し
、三
光
寺
の
住

職
に
よ
る
祈
祷
後
、お
祓
い
を
し
て
も
ら
う
。

寺
の
住
職
が
神
事
を
執
り
行
う
の
が
不
思
議
だ
が
、そ
れ
に
は
理
由
が
あ
る
。神

社
は
も
と
も
と
別
の
場
所
に
あ
っ
た
が
、江
戸
末
期
に
火
事
で
焼
失
し
て
し
ま
い
、

そ
の
後
、明
治
の
神
仏
分
離
を
経
て
三
光
寺
の
観
音
堂
を
熊
野
神
社
と
し
た
の
だ
と

い
う
。い
わ
ば
建
物
を
間
借
り
し
て
い
る
状
態
で
、そ
の
た
め
神
社
は
寺
の
境
内
に

あ
り
、管
理
も
三
光
寺
が
し
て
い
る（
写
真
3
）。

26
日
は
熊
野
神
社
周
辺
の
草
刈
り
の
日
。神
社
に
隣
接
し
て
南
部
藩
主
の
霊
屋
や

墓
所
な
ど
の
史
跡
が
あ
り
、背
後
の
台
地
に
は
リ
ン
ゴ
畑
が
広
が
っ
て
い
る
。こ
の

一
帯
の
草
取
り
を
集
落
総
出
で
行
う
。そ
し
て
27
日
が
人
形
ま
つ
り
当
日
と
な
る
。

昭
和
40
年
代
初
め
こ
ろ
ま
で
は
、祭
り
の
期
間
中
は
境
内
に
歌
や
踊
り
を
演
ず
る
舞

台
が
立
ち
、盆
踊
り
の「
ナ
ニ
ャ
ド
ヤ
ラ
」を
楽
し
ん
だ
が
、参
加
者
の
減
少
な
ど
か

ら
や
め
て
し
ま
っ
た
。

〈
人
形
づ
く
り
〉

祭
り
の
日
は
朝
8
時
か
ら
神
社
境
内（
実
際
に
は
三
光
寺
境
内
）に
ビ
ニ
ー
ル
シ
ー

ト
を
敷
き
、4
隅
を
お
神
酒
と
塩
で
清
め
た
後
、2
体
の
藁わ
ら

人
形
づ
く
り
に
と
り
か

か
る（
写
真
4
）。以
前
は
麦
藁
だ
っ
た
が
材
料
の
入
手
が
困
難
に
な
り
、現
在
は
稲
藁

を
使
っ
て
い
る
。

人
形
づ
く
り
の
参
加
者
は
例
年
12
～
15
人
ほ
ど
で
、男
の
人
形
と
女
の
人
形
に
半

分
ず
つ
に
分
か
れ
、初
め
は
藁
の
分
量
と
長
さ
を
手
、足
、胴
、頭
の
パ
ー
ト
別
に
揃

え
、束
ね
る
作
業
か
ら
進
め
て
い
く（
写
真
5
）。人
形
の
胴
体
と
両
足
の
骨
組
み
に
は

二
股
に
分
か
れ
た
く
る
み
の
木
を
用
い
、束
ね
た
藁
を
か
ぶ
せ
て
い
く（
写
真
6
）。

両
腕
と
頭
の
部
分
も
木
の
枝
を
芯
に
し
て
藁
で
肉
づ
け
し
、そ
れ
に
縄
を
巻
い
て

縛
る（
写
真
7
）。手
先
、足
先
は
切
り
揃
え
て
か
ら
藁
を
5
本
に
分
け
て
縛
り
、指
を

作
る（
写
真
8
）。男
の
人
形
は
頭
の
部
分
に
丁
ち
ょ
ん
ま
げ
髷
を
付
け
る（
写
真
9
）。

頭
、胴
、手
足
が
形
作
ら
れ
た
後
、女
の
人
形
の
胸
部
分
を
丸
く
曲
げ
て
乳
房
を
作

2.熊野神社参道の幟

3.熊野神社社殿
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送
り
に
関
連
す
る
人
形
送
り
、人
形
立
て

る（
写
真
10
）。腹
の
部
分
に
も
丸
め
た
藁
を
入
れ
膨
ら
ま
せ
る
が
、こ
れ
は
妊
娠
し
て

い
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る（
写
真
11
）。安
産
祈
願
と
も
、秋
を
迎
え
て
作
物
の
実
り

を
期
待
す
る
呪
術
的
な
意
味
合
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
も
い
う
。

人
形
本
体
が
で
き
あ
が
る
と
神
社
参
道
の
杉
の
木
に
立
て
か
け
、マ
ジ
ッ
ク
ペ
ン

で
男
女
別
に
顔
を
描
い
た
紙
を
セ
ロ
フ
ァ
ン
テ
ー
プ
で
貼
り
付
け
る（
写
真
12
）。

こ
れ
に
男
の
人
形
は
キ
ュ
ウ
リ
と
ナ
ス
で
作
っ
た
男
根
と
睾
丸
を
つ
け
、腰
に
し

め
縄
を
巻
い
て
木
の
刀
を
大
小
2
本
差
す（
写
真
13
）。女
の
人
形
に
は
キ
ュ
ウ
リ
と

赤
ト
ウ
ガ
ラ
シ
で
作
っ
た
女
陰
を
付
け
る
。ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
髭
を
陰
毛
に
見
立

4．設計図のない人形づくりがスタート5．はじめは各パート別に藁を束ねる

8．手先を切り揃える9．男人形の頭部

6．人形の骨組みづくり7．男人形の全身像がみえてきた

10．女人形は胸部を強調する11．お腹を膨らませた女人形
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虫
送
り
に
関
連
す
る
人
形
送
り
、人
形
立
て

て
、な
か
な
か
リ
ア
ル
な
造
形
で
あ
る
。結
ん
だ
髪
を
花
で
飾
り
、腰
に
小
刀
を
差
す

と
完
成
で
あ
る（
写
真
14
）。こ
こ
ま
で
お
よ
そ
2
時
間
半
を
要
す
る
。

2
体
の
人
形
の
足
元
を
見
る
と
、馬
の
頭
部
の
形
を
し
た
藁
人
形
が
置
い
て
あ

る
。こ
の
小
さ
く
て
素
朴
な
人
形
は
、近
隣
町
村
の
同
類
行
事
で
は
正
寿
寺
に
だ
け

見
ら
れ
る
も
の
で
、「
馬
っ
こ
」と
呼
ば
れ
て
い
る（
写
真
15
）。

明
治
時
代
に
子
ど
も
の
不
幸
が
続
い
た
年
が
あ
り
、そ
の
魔
除
け
と
し
て
作
ら
れ

た
の
が
始
ま
り
で
、か
つ
て
は
祭
り
の
朝
に
子
ど
も
た
ち
が
腰
に「
馬
っ
こ
」を
巻
き

つ
け
て
、大
声
を
あ
げ
な
が
ら
集
落
を
駆
け
回
っ
た
と
い
う
。駒
踊
り
の
源
流
の
よ

13.男人形

12.男の人形は高さ約3.6メートル、両腕の長さ約2.3メートル。女の人形は高さ約
3.9メートル、両腕の長さ約2.4メートルに及ぶ。青森県南部地方の人形送り・虫送
り行事で見られる藁人形や茅人形の中では、最も大きなものに属するといえるだろ
う

14.女人形
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虫
送
り
に
関
連
す
る
人
形
送
り
、人
形
立
て

う
な
子
ど
も
た
ち
に
よ
る
こ
の
習
俗
は
廃
れ
て
し
ま
っ
た
が
、今
で
も
人
形
ま
つ
り

で
必
ず
作
ら
れ
、最
後
に
は
人
形
と
一
緒
に
焼
い
て
い
る
。

〈
中
休
み
〉

人
形
づ
く
り
が
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
、女
性
た
ち
が
お
好
み
焼
き
、焼
き
鳥
、く
る

み
餅
、お
に
ぎ
り
な
ど
を
持
ち
寄
っ
て
、境
内
で
ひ
と
仕
事
を
終
え
た
男
性
た
ち
と

の
慰
労
会
と
な
る（
写
真
16
）。お
昼
の
中
休
み
と
夜
の
直
会
の
料
理
は
人
形
づ
く
り

と
並
行
し
て
、毎
年
女
性
た
ち
が
地
区
の
集
会
所
で
調
理
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。午

後
1
時
に
な
る
と
、神
社
参
道
の
幟
を
下
ろ
す
。こ
の
あ
と
氏
子
や
女
性
た
ち

は
自
宅
へ
戻
る
な
ど
し
て
、祭
り
の
進
行
は
4
時
こ
ろ
ま
で
い
っ
た
ん
中
断
す
る
。

こ
の
間
、参
道
に
立
て
か
け
た
男
女
の
人
形
に
集
落
の
住
民
が
三
々
五
々
詣
で

て
、胸
や
腰
に
棒
を
刺
し
、そ
れ
に
袋
菓
子
や
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
を
吊
り
下
げ
て
拝
ん

で
い
く（
写
真
17
）。昔
か
ら
自
分
の
身
体
の
悪
い
と
こ
ろ
、痛
い
と
こ
ろ
に
吊
り
下
げ

る（
刺
す
）と
痛
み
が
和
ら
ぐ
と
い
わ
れ
、厄
払
い
の
願
い
も
込
め
ら
れ
て
い
る
。

以
前
は
あ
ら
か
じ
め
身
体
の
調
子
の
よ
く
な
い
と
こ
ろ
に
当
て
た
り
さ
す
っ
た

り
し
た
せ
ん
べ
い
を
持
っ
て
来
る
も
の
だ
っ
た
が
、最
近
は
お
菓
子
が
多
く
な
っ

た
。人
形
を
焼
く
前
に
子
ど
も
た
ち
が
食
べ
る
際
、せ
ん
べ
い
よ
り
お
菓
子
の
ほ
う

が
好
ま
れ
る
か
ら
と
い
う
の
が
、そ
の
理
由
ら
し
い
。

〈
出
発
前
の
神
事
〉

午
後
3
時
30
分
こ
ろ
か
ら
、氏
子
た
ち
や
祭
り
の
関
係
者
が
再
び
神
社
に
集
ま
っ

て
く
る
。4
時
こ
ろ
に
参
道
に
立
て
か
け
て
い
た
男
女
2
体
の
人
形
を
、2
台
の
リ

ヤ
カ
ー
に
移
し
乗
せ
、縄
で
動
か
な
い
よ
う
括く
く

り
付
け
る（
写
真
18
）。

15.腰につけると駒踊りの馬のように見える「馬っこ」

16.男女の人形の元での憩いのひととき

17．左の腰には馬っこを下げている
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4
時
30
分
に
神
社
拝
殿
で
神
事
が
始
ま
る
。神
官
や
三
光
寺
の
住
職
に
よ
ら
ず
、

氏
子
10
名
ほ
ど
の
み
で
執
り
行
わ
れ
る
。獅
子
頭
と
駒
踊
り
の
馬
が
並
べ
ら
れ
た
神

前
に
参
列
し
、全
員
で
二
礼
二
拍
手
一
礼
し
た（
写
真
19
）後
、正
寿
寺
の
神
楽
を
奉
納

す
る（
写
真
20
）。

こ
の
神
楽
は
赤
い
獅
子
頭
を
捧
げ
て
舞
う
獅
子
舞
で
、主
に
悪
魔
祓ば
ら

い
の
祈
祷
を

目
的
と
し
た
太
神
楽
系
で
あ
る
。同
系
の
も
の
は
正
寿
寺
だ
け
で
な
く
近
隣
の
地
域

に
も
伝
わ
っ
て
い
る
。初
め
は
太
鼓
、笛
、手
平
鉦
に
よ
る「
ス
ガ
」と
い
う
囃
子
で
始

ま
る
が
、舞
う
前
に
笛
の
奏
者
が
次
の
よ
う
な
口
上
を
述
べ
る
。

「
天
の
岩
戸
に
隠
れ
し
神
は
天
の
岩
戸
を
押
し
開
く
今
は
世
に
出
て
日
を
照

ら
す
オ
ー
イ
」

「
押
し
開
く
い
ざ
や
神
楽
は
舞
い
遊
ぶ
い
な
し
ろ
平
の
御
幣
を
持
っ
て
悪
魔

を
祓
っ
て
ヤ
ッ
コ
ラ
セ
ー
ヤ
ッ
コ
ラ
セ
ー
」

獅
子
頭
が
拝
殿
内
を
一
回
り
し
た
後
、次
は「
七
の
段
」と
い
う
囃
子
に
合
わ
せ
、

右
手
に
錫
し
ゃ
く
じ
ょ
う
杖
、左
手
に
幣へ
い
そ
く束
を
持
ち
、四
方
を
祓
う
所
作
を
し
な
が
ら
舞
う
。い
ず
れ

の
舞
も
歯
打
ち
は
し
な
い
。次
に
笛
の
調
子
が
高
く
変
わ
る
と「
狂
い
獅
子
」と
い
う

囃
子
に
な
り
、神
前
で
獅
子
頭
を
大
き
く
左
右
に
振
る
悪
魔
祓
い
の
所
作
を
繰
り
返

し
て
か
ら
、次
の
よ
う
な
問
答
が
あ
る
。

「
待
っ
た

待
っ
た
」

「
次
は
正
寿
寺
熊
野
神
社
の
ご
祈
祷
」

「
お
あ
と
は
」

「
天
下
泰
平
、五
穀
豊
穣
、家
内
安
全
、交
通
安
全
、ご
祈
祷
の
た
め
～
」

19.熊野神社神前での神事

20.氏子総代が見守るなかで神楽が奉納される

18.人形が大きいので大人5人がかりでリヤカーまで運び、据える
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最
後
に
も
う
一
度
床
に
伏
す
よ
う
に
頭
を
振
っ
て
か
ら
神
前
で
獅
子
頭
を
脱
ぎ
、

終
了
と
な
る
。

続
い
て
駒
踊
り
が
奉
納
さ
れ
る
。駒
踊
り
は
木
製
の
馬（
駒
形
）を
腰
に
つ
け
、笛
、

太
鼓
、手
平
鉦
の
囃
子
に
合
わ
せ
て
跳
ね
た
り
回
っ
た
り
し
な
が
ら
勇
壮
に
踊
る
芸

能
で
、藩
政
時
代
の
牧
場
の
野
馬
捕
り
の
様
子
を
舞
踊
化
し
た
も
の
と
い
わ
れ
る
。

古
く
か
ら
馬
産
地
と
し
て
知
ら
れ
て
き
た
南
部
地
方
一
円
で
継
承
さ
れ
て
い
る
が
、

正
寿
寺
で
踊
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
比
較
的
新
し
く
、大
正
時
代
に
よ
そ
の
駒

踊
り
か
ら
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
。ま
た
、現
在
用
い
ら
れ
て
い
る
木
馬
は
戦
後
に
作

ら
れ
た
そ
う
で
、痛
み
も
な
く
大
変
美
麗
な
も
の
で
あ
る（
写
真
21
）。

以
前
は
中
学
生
や
高
校
生
が
踊
り
手
だ
っ
た
が
、児
童
・
生
徒
数
の
減
少
で
確
保

が
難
し
く
な
っ
た
た
め
、現
在
は
40
代
～
50
代
の
お
母
さ
ん
た
ち
が
踊
り
を
習
い
、

引
き
継
い
で
い
る（
写
真
22
）。例
年
は
神
社
境
内
で
踊
る
が
、こ
の
日
は
午
後
か
ら
雨

模
様
に
な
っ
た
た
め
、拝
殿
内
に
場
所
を
移
し
て
演
じ
ら
れ
た
。

神
楽
、駒
踊
り
の
奉
納
が
終
わ
る
と
、氏
子
全
員
で
お
神
酒
を
い
た
だ
き
、神
事
が

終
了
す
る
。

〈
集
落
内
の
巡
行
〉

午
後
5
時
、熊
野
神
社
か
ら
人
形
追
い
の
行
列
が
出
発
す
る
。男
女
の
藁
人
形
を

乗
せ
た
2
台
の
リ
ヤ
カ
ー
に
長
い
綱
を
つ
け
、そ
れ
を
法は
っ
ぴ被
姿
の
子
ど
も
た
ち
が
引

い
て
集
落
を
一
巡
す
る（
写
真
23
）。こ
の
日
は
雨
の
た
め
に
随
行
し
な
か
っ
た
が
、本

来
は
駒
踊
り
が
人
形
を
先
導
す
る
よ
う
に
、集
落
の
要
所
要
所
で
演
じ
る
。

人
形
の
巡
行
コ
ー
ス
に
沿
っ
て
神
楽
が
集
落
の
家
々
を
ま
わ
る
の
で
、行
列
も
そ

れ
に
歩
調
を
合
わ
せ
て
休
憩
し
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
と
進
む
。全
体
に
の
ん
び
り
し
た

巡
行
で
あ
る（
写
真
26
・
27
）。

獅
子
は
一
軒
ご
と
に
玄
関
前
で「
七
の
段
」の
囃
子
に
合
わ
せ
て
舞
い
、そ
の
家
の

悪
魔
祓
い
を
す
る（
写
真
24
）。子
ど
も
や
お
年
寄
り
の
い
る
家
で
は
、獅
子
が
頭
や
肩

を
噛
む
身
固
め
を
し
て
も
ら
い（
写
真
25
）、舞
い
終
え
る
と
ご
祝
儀
が
出
る
。

21.駒踊りの木馬

22.正寿寺駒踊りの伝統は女性たちが担う

23.この日は夕方になって小雨が降ってきたため、
人形をビニールで覆い集落をめぐった
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少
し
だ
頑
張
れ
」と
大
人
た
ち
が
リ
ヤ
カ
ー
を
引
く
子
ど
も
た
ち
に
声
を
掛
け
る
。

人
形
巡
行
の
道
中
で
は
、特
別
な
唱
え
ご
と
や
囃
し
こ
と
ば
は
な
く
、「
ヨ
ー
シ
ヨ
イ

サ
」は
三
戸
町
の
三
戸
三
社
大
祭（
三
戸
ま
つ
り
）の
山だ

し車
を
曳
く
と
き
の
掛
け
声
を
、

便
宜
的
に
用
い
た
も
の
で
あ
る
。

〈
人
形
を
焼
く
〉

す
っ
か
り
暗
く
な
っ
た
道
を
た
ど
り
、人
形
は
集
落
の
南
の
外
れ
、隣
村
の
門
前

地
区
と
の
境
界
付
近
の
空
地
ま
で
運
ば
れ
る
。こ
こ
で
リ
ヤ
カ
ー
か
ら
男
女
2
体
と

も
下
ろ
し
、棒
で
支
え
て
抱
き
合
わ
せ
立
て
た
と
こ
ろ
で
交
接
部
分
の
あ
た
り
に
火

を
点
け
る（
写
真
28
・
29
）。

小
さ
な
炎
が
ま
た
た
く
間
に
暗
闇
の
中
で
大
き
く
燃
え
上
が
り
、人
形
は
オ
レ
ン

ジ
色
の
炎
に
包
ま
れ
る（
写
真
30
）。あ
た
り
に
藁
の
焼
け
る
匂
い
が
立
ち
込
め
、激
し

く
燃
え
て
火
の
粉
も
飛
ぶ
。こ
の
間
、神
楽
の「
七
の
段
」の
お
囃
子
が
ず
っ
と
奏
で

ら
れ
、獅
子
も
焼
け
る
人
形
を
見
守
る
。

24．獅子は集落内の家々をくまなくまわる

25．新築の家は中に入り悪魔祓いをする

26.神楽が家々をまわっている間、人形の行列は待
機する

27.藁人形を焼く前、吊り下げていたお菓子は、子ど
もたちが自由に取って食べてよい

28.焼く前に男女の人形を合体させる

29.点火するとすぐに炎が上がる

1
年
以
内
に
不
幸
の
あ
っ
た
家
以
外
は
、基
本
的
に
集
落
全
戸
を
訪
問
す
る
の

で
、す
べ
て
ま
わ
り
終
え
る
の
は
午
後
7
時
近
く
に
な
る
。こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
、行

列
の
人
数
も
神
社
を
出
発
し
た
時
よ
り
増
え
、30
人
ほ
ど
に
な
っ
て
い
る
。

日
も
暮
れ
て
薄
暗
く
な
っ
た
中
、「
ヨ
ー
シ
ヨ
ー
イ
サ
ヨ
ー
シ
ヨ
ー
イ
サ
も
う
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30.男女2体の藁人形は合体したまま炎に包まれる

時
間
に
し
て
4
分
～
5
分
で
2
体
の
藁
人
形
は
燃
え
て
崩
れ
落
ち
て
し
ま
う
が
、

完
全
に
燃
え
尽
き
る
前
に
参
列
し
た
一
同
で
万
歳
三
唱
を
す
る
。人
形
が
身
代
わ
り

と
な
っ
て
災
厄
を
祓
っ
て
く
れ
た
こ
と
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、誰

彼
と
な
く
拍
手
を
し
、人
形
ま
つ
り
の
集
落
巡
行
は
こ
れ
で
終
了
と
な
る
。

こ
の
あ
と
氏
子
、神
楽
、囃
子
方
な
ど
祭
り
関
係
者
は
熊
野
神
社
に
戻
り
、再
度
神

前
で
神
楽
と
駒
踊
り
を
奉
納
し
た
後
、人
形
ま
つ
り
も
含
め
、24
日
か
ら
4
日
間
続

い
た
熊
野
神
社
例
祭
の
直
会
が
拝
殿
内
で
行
わ
れ
る
。

【
行
事
の
存
続
】

以
前
は
虫
追
い
、盆
踊
り（「
ナ
ニ
ャ
ド
ヤ
ラ
」）、熊
野
神
社
の
お
祭
り
で
の
演
芸

会
な
ど
、集
落
全
員
が
参
加
し
楽
し
む
行
事
が
あ
っ
た
が
、今
は
ど
れ
も
廃
れ
、残
っ

て
い
る
の
は
人
形
ま
つ
り
だ
け
と
な
っ
た
。そ
の
た
め
、こ
の
祭
り
を
絶
や
し
て
は

な
ら
な
い
と
い
う
意
識
が
住
民
に
あ
る
。祭
り
に
付
随
し
て
集
落
を
ま
わ
る
獅
子
舞

と
駒
踊
り
が
果
た
す
役
割
も
大
き
い
。獅
子
舞
は
舞
い
手
が
お
り
、駒
踊
り
は
小
学

生
か
ら
引
き
継
い
だ
婦
人
会
の
女
性
た
ち
が
熱
心
に
覚
え
て
く
れ
て
い
る
の
で
、今

の
と
こ
ろ
途
絶
え
る
心
配
は
な
い
よ
う
だ
。

最
も
懸
念
さ
れ
る
の
は
、人
形
づ
く
り
の
担
い
手
の
平
均
年
齢
が
65
歳
以
上
と
高

齢
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。祭
り
の
日
は
平
日
の
場
合
が
多
い
の
で
、勤
め
て
い

る
人
が
休
め
な
い
た
め
日
曜
日
に
変
え
よ
う
と
い
う
意
見
も
あ
る
が
、熊
野
神
社
の

例
祭
に
合
わ
せ
て
い
る
の
で
そ
れ
も
難
し
い
。た
だ
、祭
り
の
運
営
に
携
わ
る
神
社

の
氏
子
の
組
織
が
し
っ
か
り
し
て
お
り
、現
時
点
で
は
継
続
の
障
害
と
な
る
ほ
ど
の

大
き
な
問
題
は
な
い
。
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【
実
施
地
】

十
和
田
市
板
ノ
沢

【
地
域
の
概
要
】

板
ノ
沢
集
落
は
、十
和
田
市
庁
舎
の
西
方
約
5
キ
ロ
の
八
甲
田
山
系
東
麓
に
位
置

す
る
。以
前
は
、藤
坂
・
万
内
・
横
倉
・
館
・
滝
沢
・
梅
・
深
持
・
晴
山
・
五
十
貫
田
・
立
崎
、

そ
し
て
板
ノ
沢
と
、こ
の
地
域
の
多
く
の
集
落
で
藁わ
ら

ま
た
は
茅か
や

人
形
づ
く
り
が
行
わ

れ
て
い
た
が
、近
年
、継
続
し
て
い
た
の
は
、わ
ず
か
に
梅
と
板
ノ
沢
の
2
集
落
だ
け

と
な
っ
て
い
た
。そ
の
梅
集
落
も
継
承
者
不
足
で
平
成
25
年
で
途
絶
え
て
し
ま
い
、

唯
一
、板
ノ
沢
集
落
に
残
る
の
み
と
な
っ
た
。

【
行
事
の
名
称
】

板
ノ
沢
の
人
形
立
て

【
行
事
の
由
来
】

正
確
な
記
録
・
文
献
は
残
っ
て
お
ら
ず
、「
記
録
し
た
文
書
を
あ
る
人
が
持
ち
帰

り
、暫
く
し
て
そ
の
方
の
家
が
火
災
に
遭
い
、消
失
し
た
」と
も
、江
戸
時
代
の
享
保

年
間（
1
7
1
6
～
1
7
3
6
）に
始
ま
っ
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。ま
た
一
方
で
、

茅
人
形
が
安
置
さ
れ
る「
御
瀧
大
龍
神
神
社
」に
、「
卯
辰
両
年
餓
死
精
霊
等
」の
碑

が
あ
る
。建
立
年
は
、文
化
12
年
乙
亥
年（
1
8
1
5
）で
、天
明
の
飢
饉（
天
明
卯
辰
・

1
7
8
3
～
1
7
8
4
）か
ら
32
年
後
で
あ
る
。大
凶
作
・
飢
饉
か
ら
、あ
る
程
度
ゆ
と

り
や
潤
い
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
建
立
さ
れ
た
、当
地
域
で
葬
ら
れ
た
方
々

の
供
養
碑
で
あ
ろ
う
。言
い
伝
え
で
は
、こ
の
こ
ろ
か
ら
無
病
息
災
・
五
穀
豊
穣
・
安

全
祈
願
・
安
産
祈
願
等
を
人
形
に
託
し
、奉
納
し
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、定
か
で
は
な

い
。

【
実
施
の
月
日
】

7
月
の「
海
の
日
」（
平
成
25
年
は
7
月
15
日
。以
前
は
旧
暦
の
6
月
24
日
→
新
暦
の
6
月

24
日
→
7
月
24
日
。平
成
14
年
か
ら
現
行
）

【
文
化
財
指
定
】

な
し

【
行
事
の
主
体
】

板
ノ
沢
自
治
会（
会
長
・
沢
目
豊
）

【
参
加
者
・
担
い
手
な
ど
】

板
ノ
沢
地
域
の
67
世
帯
の
各
戸
か
ら
1
人
と
、子
ど
も
会
と
そ
の
父
兄
、老
若
男

女
総
勢
1
0
0
人
ほ
ど
で
行
わ
れ
る
。（
子
ど
も
は
20
～
30
人
。平
成
14
年
か
ら
子
ど
も
会

と
し
て
参
画
）

【
行
事
の
準
備
】

朝
8
時
に
地
区
集
会
所
前
に
集
合
し
、点
呼
を
取
り
、自
治
会
長
挨
拶
の
後
、隣
家

の
倉
庫（
作
業
小
屋
）に
て
作
業
が
始
ま
る
。そ
れ
と
並
行
し
て
、前
年
に
安
置
し
て
い

た
茅
人
形
を
4
～
5
人
で
取
り
外
す
。ま
た
、道
路
を
挟
ん
だ
向
か
い
側
の
広
場
に

て
、子
ど
も
会
及
び
そ
の
父
兄
と
老
人
と
で
、小
さ
な
藁
人
形
を
2
体
ず
つ
作
る
。

【
出
発
前
の
神
事
】

人
形
完
成
後
の
神
事
は
執
り
行
わ
な
い
。

【
行
列
に
持
参
す
る
も
の
】

人
形
が
大
き
い
た
め
か
、現
在
で
は
行
列
は
組
ま
ず
、そ
れ
ぞ
れ
の
人
形
を
2
台

の
軽
ト
ラ
ッ
ク
の
荷
台
に
乗
せ
、安
置
場
所
に
向
か
う
。小
さ
な
藁
人
形
を
作
っ
た

十と

わ

だ

し

和
田
市
板い

た
の
さ
わ

ノ
沢
の
人に

ん
ぎ
ょ
う
た

形
立
て
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人
た
ち
は
、自
分
で
作
っ
た
2
体
の
人
形

を
持
ち
安
置
場
所
に
向
か
う
。年
配
の
人

た
ち
は（
主
に
女
性
）、藁
で
縛
っ
た
り
、袋

に
入
れ
た
供
物（
餅
・
飴
・
お
菓
子
等
）を
持

ち
、人
形
設
置
後
、人
形
の
周
囲
の
木
に

括く
く

り
つ
け
る
。

【
集
落
内
の
巡
行
】

行
列
や
巡
行
は
行
わ
ず
、製
作
場
所
か

ら
直
接
、安
置
場
所
に
向
か
う（
約
3
0
0

メ
ー
ト
ル
）。

【
保
存
状
況
】

毎
年
作
り
か
え
る
た
め
、状
態
は
良
好

で
あ
る
。

【
行
事
に
使
用
す
る
道
具
類
】

茅
を
切
る
大
鋏ば
さ
み・
小
鋏
・
カ
ケ
ヤ
・
ナ
タ
・
茅
を
切
り
揃
え
る
板
・
マ
ジ
ッ
ク
ペ
ン

（
赤
・
黒
）

【
人
形
の
材
料
】

茅
・
稲
藁
・
カ
マ
ス
・
稲
縄
・
芯
材
に
な
る
雑
木
の
棒
・
大
小
の
刀
・
櫛く
し
・
男
性
器
の

棒
、女
性
器
の
縄
と
細
い
棒
・
紐ひ
も（

カ
マ
ス
が
手
に
入
ら
な
い
た
め
、福
井
県
か
ら
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
購
入
）

【
茅
人
形
の
製
作
及
び
設
置
】

人
形
は
、安
置
す
る
よ
う
に
、左
―
男
、右
―
女
と
並
べ
て
、そ
れ
ぞ
れ
5
、6
人
ず

つ
に
分
か
れ
て
製
作
す
る
。本
体
と
は
別
に
、男
性
器
・
女
性
器
・
髷ま
げ
・
櫛
を
分
担
で
製

作
。

①
長
さ
約
1
・
5
メ
ー
ト
ル
の
芯
材
の
棒
を
、鳥
居
状
に
組
み
、縄
で
結
わ
え
、そ
れ

に
茅
を
束
ね
て
巻
き
つ
け
て
い
く（
写
真
3
・
4
）。

②
茅
を
カ
ケ
ヤ
で
敲
き
締
め
な
が
ら
縄
で
縛
っ
て
い
く（
写
真
4
）。

③
男
女
そ
れ
ぞ
れ
の
髷
を
作
る
。藁
を
束
ね
て
縄
で
括
る
。そ
の
髷
に
、頭
に
刺
し

込
む
た
め
の
棒
を
付
け
る（
写
真
5
・
6
・
7
）。女
の
髷
は
、大
き
く
丁
寧
に
作
る（
写
真

8
）。男
の
も
の
よ
り
太
い
棒
に
藁
を
括
り
、箒
ほ
う
き
の
よ
う
に
ビ
ニ
ー
ル
紐
で
編
み
込
む

よ
う
に
縛
る（
写
真
9
）。板
で
作
っ
た
櫛
を
挿
し
込
み
、生
花
を
飾
り
完
成（
写
真
10
）。

④
男
性
器
・
女
性
器
を
作
る
。男
性
器
の
素
材
は
、桐
や
ホ
ウ
ノ
キ
な
ど
、軸
に
穴
が

開
い
て
い
る
も
の
で
作
る
。太
さ（
直
径
）5
～
6
セ
ン
チ
、長
さ
約
50
セ
ン
チ
で
、リ

ア
ル
に
削
り
だ
し
て
い
る（
写
真
11
）。毎
年
作
る
も
の
で
は
な
く
、作
り
手
が
決
ま
っ

て
い
て
、古
く
な
っ
た
ら
交
換
す
る
。女
性
器
は
、板
ノ
沢
で
は
取
り
付
け
て
い
な

か
っ
た
が
、隣
接
す
る
梅
集
落
で
の
存
続
が
不
能
と
な
っ
た
た
め
、梅
集
落
の
も
の

1.集会所前に集合（板ノ沢転作営農センター）

2.茅を搬入し、束ねて揃える

3.最初に芯材の棒を組む
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を
模
倣
し
て
、今
年
か
ら
取
り
付
け
て
い
る
。大
小
2
つ
の
楕
円
の
縄
を
組
み
合
わ

せ
て
、女
性
器
を
表
現
し
て
い
る
。黒
く
塗
っ
た
細
い
棒
を
20
本
く
ら
い
縄
に
刺
し

込
み
、陰
毛
を
表
現
す
る（
写
真
12
）。

⑤
１
体
に
カ
マ
ス
を
2
枚
使
用
す
る
。1
枚
は
頭
の
部
分
に
、カ
マ
ス
を
裏
返
し
に

し
て
被
せ
る
。も
う
1
枚
は
縦
に
切
っ
て
広
げ
て
、胸
と
前
垂
れ
に
す
る
。前
垂
れ
に

は
、男
女
別
々
の
幾
何
学
模
様
を
書
き
込
む
。（
こ
の
模
様
は
、青
森
県
南
部
地
方
に
古
く

か
ら
伝
わ
る「
刺さ
し
こ子
」と
い
う
、作
業
着
を
丈
夫
に
さ
ら
に
美
し
く
見
せ
る
技
法
か
ら
き
て
い

る
）

5.男の人形の髷を作る 4.棒に茅を巻きつけていく

9.女の人形の髷を編み込む 8.女の人形の髷を作る

7.男の人形の髷に刺し込む棒を取りつける 6.女の人形の髷に刺し込む棒を削る

11.性器先端部 10.女の人形の髷完成
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⑥
顔
は
、型
紙
を
当
て
て
マ
ジ
ッ
ク
で
な
ぞ
っ
て
描
き
入
れ
る（
写
真
13
・
14
）。口
は

赤
い
マ
ジ
ッ
ク
で
描
き
入
れ
る
が
、以
前
は
前
垂
れ
の
模
様
も
含
め
墨
で
描
き
、黒

1
色
で
あ
っ
た
。

⑦
幾
何
学
模
様
を
書
き
こ
ん
だ
前
垂
れ
を
捲ま
く

り
、男
性
器（
写
真
15
）・
女
性
器（
写
真

16
）を
取
り
付
け
る
。

⑧
全
体
を
縄
で
縛
っ
て
、敲た
た

き
締
め
な
が
ら
形
を
作
っ
て
い
き
、手
足
等
の
先
端
部

を
板
で
叩
い
て
、茅
を
押
し
込
め
な
が
ら
揃
え
る
。は
み
出
し
た
部
分
を
大
小
の
鋏

で
切
り
、刈
り
そ
ろ
え
る
よ
う
に
し
て
綺
麗
に
仕
上
げ
る
。腕
は
、横
に
一
直
線
に
伸

ば
し
、手
は
、5
本
の
指
が
分
か
る
よ
う
に
縄
で
括
る
。足
は
、先
端
部
10
セ
ン
チ
ほ

ど
の
約
4
分
の
3
を
切
り
落
と
し
、前
面
部
分
の
残
り
4
分
の
１
を
折
り
曲
げ
て
足

の
甲
と
指
を
表
現
す
る（
写
真
17
）。

⑨
縦
に
切
っ
て
広
げ
た
カ
マ
ス
は
、上
半
部
が
胴
部
、下
半
部
が
前
垂
れ
と
な
る
。

胸
に
2
つ
の
円
を
描
き
、中
央
に
小
さ
い
丸
で
乳
首
を
表
す
。女
は
、円
を
や
や
大
き

く
描
き
、乳
首
を
赤
く
描
き
込
む
。そ
れ
ぞ
れ
の
胸
の
中
央
部
で
ク
ロ
ス
す
る
よ
う

に
縄
を
五
重
に
巻
く
。腰
に
も
前
垂
れ
の
上
部
に
横
に
巻
く（
写
真
17
）。

⑩
そ
れ
ぞ
れ
の
髷
と
刀
2
本（
大
小
）は
、人
形
を
安
置
し
て
か
ら
取
り
つ
け
る
。

⑪
完
成
し
た
人
形
は
、男
の
人
形
が
高
さ
3
・
3
メ
ー
ト
ル
、女
の
人
形
が
2
・
6

メ
ー
ト
ル
で
、そ
れ
ぞ
れ
を
、2
台
の
軽
ト
ラ
ッ
ク
の
荷
台
に
梯は
し
ご子
を
斜
め
に
立
て

か
け
た
上
に
、仰
向
け
に
乗
せ
て
神
社
境
内
の
安
置
場
所
に
運
ぶ（
写
真
18
・
19
）。

⑫
人
形
の
設
置
は
、女
の
人
形
か
ら
設
置
し
、最
後
に
髷
を
付
け
る（
写
真
20
）。次
に

男
の
人
形
を
設
置
し
、髷
と
腰
に
刀
を
取
り
つ
け
る（
写
真
21
・
25
）。

⑬
参
加
者
及
び
奉
納
者
は
、軽
ト
ラ
ッ
ク
に
積
ん
だ
茅
人
形
に
続
い
て
、人
形
製
作

場
所
か
ら
各
々
歩
い
て
安
置
場
所（
神
社
境
内
）に
向
か
う
。

13.女性の人形の顔を描く 12.藁で作った女性器（右―上部・左―下部）

15.男性器をつける 14.男の人形の顔を描く
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⑭
現
地
に
着
い
て
か
ら
は
、各
々
談
笑
し
た
り
、設
置
作
業
を
見
守
る
。子
ど
も
た

ち
は
、完
成
を
待
ち
わ
び
な
が
ら
、周
辺
で
遊
び
ま
わ
る
。

⑮
2
体
の
人
形
設
置
後
、持
ち
寄
っ
た
お
菓
子
等
の
供
物
を
、周
囲
の
木
等
に
括
り

つ
け
、茅
人
形
の
足
元
に
小
藁
人
形
を
置
き
、設
置
完
了（
写
真
23
・
26
）。

⑯
自
治
会
長
が
、お
神
酒
を
捧
げ
て
拝
礼
・
祈
願
し
、そ
の
後
、み
な
続
き
、各
々
の

供
物
を
下
し
て
ふ
る
ま
う
。

⑰
最
後
に
参
加
者
全
員
で
記
念
撮
影
し
て
終
了
す
る（
写
真
43
）。そ
の
後
、朝
に
集

合
し
た
集
会
所
に
て
慰
労
会
を
行
う
。

【
藁
人
形（
小
人
形
）の
製
作
】

茅
人
形
製
作
と
並
行
し
て
、向
か
い
の
広
場
で
、子
ど
も
会
と
そ
の
父
兄
、そ
し
て

年
配
の
人
た
ち
で
藁
人
形
を
作
る（
写
真
27
～
30
）。

①
一
握
り
の
藁
1
束
、直
径
5
セ
ン
チ
ほ
ど
、長
さ
70
～
80
セ
ン
チ
の
も
の
を
き
れ

い
に
揃
え
て
束
ね
、頭
・
胴
・
足
の
要
所
を
約
5
セ
ン
チ
間
隔
で
縛
る
。

②
ま
と
め
た
束
の
半
分
を
本
体
に
す
る
。頭
部
は
、藁
束
の
芯
の
部
分
を
そ
の
ま
ま

残
し
、外
側
の
藁
を
外
に
折
り
込
ん
で
、頭
部
か
ら
下
の
部
分
を
太
く
す
る
。首
の
部

分
で
き
つ
く
縛
り
、頭
の
上
に
伸
び
た
芯
の
部
分
で
髷
を
作
る
。髷
は
、男
女
で
は
、

髪
型
が
異
な
る
。

③
腕
は
、胴
部
よ
り
細
く
束
ね
た
も
の
を
、胸
・
肩
の
部
分
に
横
か
ら
差
し
込
み
、片

方
で
3
カ
所
く
ら
い
縛
り
、手
は
、手
首
の
と
こ
ろ
で
縛
っ
た
先
を
箒
状
に
広
げ
て
、

指
の
部
分
も
縛
る
。

④
足
は
、体
部
を
半
分
に
割
っ
て
、2
本
の
足
を
作
る
。腕
と
同
様
に
片
方
で
3
カ

所
く
ら
い
縛
り
、足
首
の
と
こ
ろ
で
縛
っ
た
先
を
箒
状
に
広
げ
て
、指
の
部
分
も
縛

る
。

⑤
40
～
50
セ
ン
チ
大
の
人
形
が
完
成
し
た
後
、最
後
に
、女
の
人
形
の
頭
に
生
花
を

あ
し
ら
う
。

【
前
年
の
人
形
の
焼
却
】

18.男の人形を積む

19.人形安置場所

16.女性器を付ける

17.完成した人形を立てかける
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新
し
い
人
形
づ
く
り
が
始
ま
る
と
と
も
に
、別
班
数
名（
4
～
5
人
）が
、神
社
境
内

に
祀ま
つ

っ
て
い
た
古
い
人
形
を
取
り
外
し
、女
の
人
形
を
下
に
仰
向
け
に
し
、そ
の
上

に
男
の
人
形
を
被
せ
て
火
を
点つ

け
る（
写
真
31
～
39
）。

①
茅
人
形
の
足
元
に
祀
っ
た
小
藁
人
形
を
集
め
、道
路
を
挟
ん
だ
向
か
い
の
空
き

地
に
運
ぶ（
写
真
34
）。

②
先
に
、女
の
人
形
を
外
し
て
空
き
地
に
仰
向
け
に
し
て
置
く（
頭
を
東
、足
を
西
）。

次
に
、男
の
人
形
を
外
し
て
、女
の
人
形
の
上
に
被
せ
る（
写
真
35
・
36
）。

③
男
の
人
形
の
尻
の
あ
た
り
に
、小
藁
人
形
を
乗
せ
て
、点
火
す
る（
写
真
37
・
38
）。

21.男の人形の髷を付ける 20.女の人形の髷を付ける

25.男の人形に刀を差す 24.自転車のカゴの中の子どもたちの藁人形

23.藁人形・供物を持ち寄る 22.設置完了

27.広場で藁人形作り 26.藁人形・供物の奉納
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④
安
置
場
所
を
、き
れ
い
に
掃
き
清
め
る（
写
真
39
）。

【
行
事
の
存
続
】

行
事
の
体
制
・
統
率
は
よ
く
整
っ
て
い
る
が
、現
在
、当
地
方
に
お
い
て
は
唯
一
の

行
事
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。各
戸
か
ら
の
参
加
、子
ど
も
会
及
び
保
護
者
の
参
加
等
、

板
ノ
沢
地
区
総
出
で
の
行
事
は
、他
の
地
域
が
年
々
消
滅
し
た
り
、存
続
が
危
ぶ
ま

れ
て
い
る
中
で
、希
有
で
あ
る
。

当
地
方
に
伝
わ
る
人
形
作
り
の
中
で
、3
メ
ー
ト
ル
級
の
巨
大
な
人
形
作
り
は
、

十
和
田
市
内
の
梅
集
落
と
板
ノ
沢
集
落
の
2
カ
所
の
み
と
な
っ
て
い
た
が
、過
疎
化

29.藁人形作りの指導 28.藁人形作り

33.古い女の人形 32.古い男の人形

31.古い藁人形（茅人形の足元） 30.藁人形作り

35.男女2体の人形を合体させる 34.茅人形の取り外し
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り
に
関
連
す
る
人
形
送
り
、人
形
立
て

や
高
齢
化
の
た
め
、梅
集
落
の
人
形
作
り
は
、今
年
で
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
。

唯
一
残
る
の
が
、板
ノ
沢
集
落
で
あ
る
。

梅
集
落
は
、板
ノ
沢
集
落
の
西
方
約
3
キ
ロ
の
山
間
に
位
置
し
、隣
接
し
て
い
る
。

し
か
し
、大
き
さ
、作
り
方
な
ど
は
酷
似
し
て
い
る
が
、風
貌
や
供
え
物
等
、多
少
異

な
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。梅
集
落
で
は
、人
形
の
胴
体
に
、ソ
バ
餅
を
刺
す
。こ
の
ソ
バ

餅
は
、本
家
が
5
枚
、分
家
が
3
枚
と
決
め
ら
れ
て
い
る
。ま
た
、板
ノ
沢
集
落
で
は
、

茅
人
形
の
足
元
に
、小
さ
い
藁
人
形
を
供
え
る
。こ
れ
ら
は
、お
互
い
に
な
い
風
習
で

あ
る
。

茅
人
形
が
安
置
さ
れ
る「
御
瀧
大
龍
神
神
社
」に
あ
る「
卯
辰
両
年
餓
死
精
霊
等
」

の
碑
に
、「
当
村
の
母
、左
衛
門
五
郎
の
母
、小
三
郎
の
母
、半
五
郎
母
、久
之
助
母
」と

い
う
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
。天
明
の
飢
饉
か
ら
32
年
後
に
、亡
く
な
っ
た
子
ど
も
を

供
養
し
建
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。小
さ
い
藁
人
形
を
供
え
る
風
習
は
、こ
の

こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
説
も
あ
る
。当
初
、子
ど
も
の
供
養
で

あ
っ
た
も
の
が
、子
ど
も
の
無
事
成
長
を
願
い
、安
産
祈
願
、子
孫
繁
栄
等
の
願
い
を

込
め
て
祀
る
も
の
と
し
て
継
続
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

36.藁人形を運び女の人形の上に男の人形を被せる

38.燃える人形

37.人形に点火する

39.安置場所を掃き清める
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虫
送
り
に
関
連
す
る
人
形
送
り
、人
形
立
て 40.前年（平成24年）の古い人形

42.御瀧大龍神神社 41.平成25年の新しい人形

43.参加者集合写真
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虫
送
り
に
関
連
す
る
人
形
送
り
、人
形
立
て

【
実
施
地
】

十
和
田
市
梅

【
地
域
の
概
要
】

梅
集
落
は
、十
和
田
市
庁
舎
の
西
方
約
8
キ
ロ
の
八
甲
田
山
系
東
麓
に
位
置
す

る
。以
前
は
、藤
坂
・
万
内
・
横
倉
・
館
・
滝
沢
・
板
ノ
沢
・
深
持
・
晴
山
・
五
十
貫
田
・
立

崎
、そ
し
て
梅
と
、こ
の
地
域
の
多
く
の
集
落
で
藁
ま
た
は
茅
人
形
づ
く
り
が
行
わ

れ
て
い
た
が
、梅
集
落
も
継
承
者
不

足
で
、平
成
25
年
で
途
絶
え
て
し
ま

う
こ
と
と
な
り
、唯
一
、板
ノ
沢
集
落

に
残
る
の
み
と
な
っ
た
。

【
行
事
の
名
称
】

梅
の
カ
ヤ
人
形
結
い

【
行
事
の
由
来
】

正
確
な
記
録
・
文
献
は
無
く
、定
か

で
は
な
い
。

【
実
施
の
月
日
】

6
月
15
日
。以
前
は
旧
6
月
24
日

に
行
っ
て
い
た
が
、昭
和
37
、38
年
ご

ろ
か
ら
神
社
の
例
祭
で
あ
る
新
暦
6

月
15
日
に
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。

【
文
化
財
指
定
】

指
定
な
し

【
行
事
の
主
体
】

梅
自
治
会（
会
長
・
福
沢
繁
雄
）

【
参
加
者
・
担
い
手
な
ど
】

梅
地
域
の
8
世
帯
毎
戸
か
ら
の
、

ほ
ぼ
全
員
で
行
わ
れ
る
。

【
行
事
の
準
備
】

朝
8
時
に
地
区
集
会
所
に
集
合

し
、集
会
所
前
に
て
作
業
が
始
ま
る
。

人
形
の
材
料
の
カ
ヤ
は
、前
年
の
秋

に
、毎
戸
で
3
束
ず
つ
刈
っ
て
、乾
燥

さ
せ
て
管
理
し
て
お
く
。

【
出
発
前
の
神
事
】

人
形
完
成
後
、人
形
に
お
神
酒
を
供
え
て
祈
願
す
る
。

【
行
列
に
持
参
す
る
も
の
】

人
形
が
大
き
い
た
め
か
、現
在
で
は
行
列
は
組
ま
ず
、そ
れ
ぞ
れ
の
人
形
を
2
台

の
軽
ト
ラ
ッ
ク
の
荷
台
に
積
み
、安
置
場
所
に
向
か
う
。人
形
完
成
後
、人
形
の
胴
体

に
ソ
バ
餅
を
刺
す
。ソ
バ
餅
は
、本
家
が
5
枚
、分
家
が
3
枚
ず
つ
人
形
1
体
の
胸
に

刺
す
。

【
集
落
内
の
巡
行
】

行
列
や
巡
行
は
行
わ
ず
、製
作
場
所
か
ら
直
接
、安
置
場
所
に
向
か
う（
約
3
0
0

メ
ー
ト
ル
）。以
前
は
、人
形
1
体
を
1
人
で
担
い
で
安
置
場
所
ま
で
運
ん
で
い
た
が
、

十と

わ

だ

し

和
田
市
梅う

め

の
カ
ヤ
人に

ん
ぎ
ょ
う形
結ゆ

い

1.梅集落遠景

2.集落の入口にトシナ（注連縄）を張る
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形
送
り
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形
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現
在
は
、軽
ト
ラ
ッ
ク
で
運
ぶ
。

【
保
存
状
況
】

毎
年
作
り
か
え
る
た
め
、状
態
は
良
好
で
あ
る
が
、行
事
は
取
材
し
た
年（
平
成
25

年
）で
途
絶
え
た
た
め
、翌
年
の
例
祭
の
際
、捨
て
ら
れ
て
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
に

な
る
。

【
行
事
に
使
用
す
る
道
具
類
】

カ
ヤ
を
切
る
大
鋏ば
さ
み・
小
鋏
・
カ
ケ
ヤ
・
ナ
タ
・
マ
ジ
ッ
ク
ペ
ン

【
人
形
の
材
料
】

カ
ヤ
・
稲
藁
・
カ
マ
ス
・
ゴ
ザ
・
稲
縄
・
芯
材
に
な
る
雑
木
の
棒
・
大
小
の
刀
・
櫛く
し
・
男

性
器
の
棒
、女
性
器
の
縄
と
細
い
棒
・
紐ひ
も

【
茅
人
形
の
製
作
及
び
設
置
】

人
形
は
、概
ね
2
・
5
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
で
製
作
す
る
が
、前
年
度
刈
り

い
れ
た
カ
ヤ
の
大
き
さ
で
製
作
す
る
。本
体
と
は
別
に
、刀
・
櫛
・
男
性
器
・
女
性
器
を

別
分
担
で
製
作
す
る
。

①
人
形
素
材
の
カ
ヤ
・
稲
藁わ
ら

等
を
製
作
場
所
に
運
び
、2
・
5
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
の

長
さ
の
人
形
の
形
に
ま
と
め
る（
写
真
3
）。

②
足
の
部
分
は
、物
差
し
代
わ
り
の
棒
を
基
準
に
し
て
、縄
で
束
ね
る（
写
真
4
）。

③
胴
は
、カ
ヤ
の
中
に
藁
を
入
れ
て
縄
で
束
ね
、そ
れ
に
棒
を
刺
し
込
ん
で
カ
ヤ
を

巻
き
つ
け
て
腕
に
し
、5
本
の
指
は
、カ
ヤ
の
先
端
を
縄
で
括
っ
て
作
る（
写
真
5
・

6
）。

④
前
垂
れ（
前
掛
け
）を
作
る
。前
垂
れ
の
中
央
部
に
、梅
の
花
の
模
様
を
円
形
の
大

小
の
蓋ふ
た

を
型
に
し
て
、黒
マ
ジ
ッ
ク
で
描
き
い
れ
る（
写
真
7
）。

※
集
落
名
の「
梅
」に
な
ぞ
ら
え
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、い
つ
ご
ろ
か
ら
の
も
の

か
、由
来
等
は
不
明
で
あ
る
。隣
の
板
ノ
沢
集
落
で
は
、「
南
部
刺さ
し
こ子
」の
幾
何
学
模
様

を
描
き
い
れ
る
。

⑤
男
性
器
・
女
性
器
を
作
る
。

男
性
器
の
素
材
は
、桐
か
ホ
ウ
ノ
キ
な
ど
、軸
に
穴
が
開
い
て
い
る
も
の
で
作
る
。

太
さ（
直
径
）10
セ
ン
チ
前
後
、長
さ
約
60
セ
ン
チ
で
、ナ
タ
で
リ
ア
ル
に
削
り
だ
し
て

い
く
。女
性
器
は
、大
小
2
つ
の
楕
円
の
縄
を
組
み
合
わ
せ
て
表
現
し
て
い
る
。黒
く

塗
っ
た
細
い
棒
を
20
本
く
ら
い
縄
に
刺
し
込
み
、陰
毛
を
表
現
す
る（
写
真
８
・
9
）。

⑥
１
体
に
カ
マ
ス
を
2
枚
使
用
す
る
。そ
れ
ぞ
れ
縦
に
切
っ
て
、1
枚
は
頭
と
胸
の

部
分
に
、も
う
1
枚
は
胴
・
腰
部
と
前
垂
れ
に
す
る
。人
形
の
前
面
か
ら
巻
き
こ
ん
で

包
む
よ
う
に
し
て
、縄
で
締
め
な
が
ら
縛
っ
て
い
く（
写
真
10
・
11
）。女
性
の
人
形
の

胸
に
は
、藁
を
入
れ
て
膨
ら
み
を
も
た
せ
る（
写
真
12
）。

⑦
頭
の
部
分
に
も
藁
を
束
ね
て
入
れ
て
髷ま
げ

を
結
う（
写
真
15
・
16
）。

⑧
顔
・
胸
は
マ
ジ
ッ
ク
ペ
ン
で
描
き
入
れ
る
。以
前
は
す
べ
て
墨
で
描
き
、黒
1
色

3.茅・稲藁を搬入

4.足を作る
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す
る
人
形
送
り
、人
形
立
て

で
あ
っ
た（
写
真
13
）。

⑨
全
体
を
縄
で
締
め
な
が
ら
整
形
し
て
い
き
、最
後
に
針
状
の
金
棒
を
腹
部
の
中

央
付
近
に
刺
し
込
ん
で
縄
を
通
し
、型
崩
れ
し
な
い
よ
う
に
固
定
す
る（
写
真
14
）。

⑩
男
女
の
髷
を
作
る
。女
性
人
形
の
頭
部
に
は
、櫛
を
挿
す（
写
真
15
・
16
）。

⑪
前
垂
れ
を
捲め

く

り
、男
性
器
・
女
性
器
を
取
り
つ
け
る（
写
真
17
・
18
）。

⑫
男
の
人
形
に
大
小
2
本
の
刀
、女
の
人
形
に
、脇
差
を
差
す（
写
真
19
）。

⑬
完
成
し
た
人
形
は
、集
会
所
前
の
辻
掲
示
板
前
に
仮
安
置
す
る（
写
真
20
）。そ
の

横
に
お
神
酒
等
を
並
べ
て
準
備
す
る（
写
真
21
）。

5.腕を作る

9.女性器を作る

7.大小の円形で梅の花を表現

11.下のカマスの上に上部を被せる

6.胴・腕の部分を縄で締める

10.下半部のカマスから固定する

8.男性器を作る

12.女性の胸に藁を入れる
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る
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形
送
り
、人
形
立
て

⑭
最
後
に
刀
を
差
し
て
人
形
が
完
成
し
た
後
、そ
れ
ぞ
れ
の
人
形
の
胴
体
に
串
に

刺
し
た
ソ
バ
餅
を
、本
家（
3
軒
）が
5
枚
、分
家（
5
軒
）が
3
枚
刺
す
。串
の
樹
種
は
、

タ
ラ
の
木
を
削
っ
た
も
の
を
使
う
。

※
タ
ラ
の
木
は
、ソ
バ
餅
を
焼
く
際
、焦
げ
に
く
く
殺
菌
効
果
が
あ
る
と
の
こ
と
。

⑮
各
々
家
長
が
、ソ
バ
餅
を
刺
し
て
人
形
の
完
成
で
あ
る（
写
真
22
）。仮
安
置
場
所

前
に
て
、人
形
に
拝
礼
し（
写
真
23
）、供
え
た
お
神
酒
を
ふ
る
ま
う（
写
真
24
）。そ
れ
と

と
も
に
、行
事
参
加
者
・
参
集
し
た
人
・
観
光
客
に
、ソ
バ
餅
が
焼
い
て
ふ
る
ま
わ
れ

る（
写
真
25
）。

⑯
人
形
に
刺
す
ソ
バ
餅
や
ふ
る
ま
う
ソ
バ
餅
は
、集
会
所
に
て
人
形
製
作
と
並
行

し
て
作
ら
れ
る
。老
若
の
女
性
総
勢
で
、多
い
時
は
5
0
0
枚
の
ソ
バ
餅
を
作
る
。人

形
に
刺
す
ソ
バ
餅
は
生
の
も
の
を
刺
す
が
、ふ
る
ま
う
ソ
バ
餅
に
は
、ジ
ュ
ネ
味
噌

を
つ
け
て
焼
い
て
食
す
る（
写
真
26
・
27
）。

⑰
人
形
完
成
後
、仮
安
置
場
所
に
て
製
作
者
の
記
念
撮
影
を
し
、そ
の
後
、軽
ト

ラ
ッ
ク
に
2
体
の
人
形
を
積
ん
で
、設
置
場
所
に
向
か
う（
写
真
28
）。人
形
を
積
み
込

む
際
は
、向
き
合
わ
せ
る
。

⑱
新
し
い
人
形
の
搬
入
と
と
も
に
、古
い
人
形
を
取
り
外
す（
写
真
29
）。

⑲
古
い
人
形
を
取
り
外
し
た
後
、新
し
い
人
形
を
、左
に
男（
写
真
30
）、右
に
女（
写

真
31
）と
設
置
す
る
。

⑳
取
り
外
し
た
古
い
人
形
は
、集
落
入
口
の
長
塚
付
近
の
沢
に
棄
て
る（
写
真
32
）。

沢
に
は
、代
々
作
ら
れ
て
棄
て
ら
れ
た
人
形
が
積
み
重
な
っ
て
朽
ち
て
い
る
。そ
の

上
に
、取
り
外
し
た
人
形
を
、男
女
向
き
合
わ
せ
て
棄
て
る
。

㉑

人
形
設
置
場
所
に
備
え
つ
け
ら
れ
た
太
い
木
杭
に
、左
側
に
男
、右
側
に
女
の
人

形
と
並
べ
て
、縄
で
し
っ
か
り
と
固
定
す
る（
写
真
33
）。

㉒

安
置
場
所
に
人
形
を
設
置
し
た
後
、再
度
、集
会
所
前
で
行
っ
た
よ
う
に
、人
形

に
お
神
酒
を
供
え
、拝
礼
し
て
祈
願
し
た
後
、お
神
酒
・
ソ
バ
餅
を
ふ
る
ま
う（
写
真

36
・
37
）。

13.顔を描きいれる

15.男の人形の髷を作る

14.腹部に縄通しの金棒を刺す

16.女の人形の髷を作る
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虫
送
り
に
関
連
す
る
人
形
送
り
、人
形
立
て

㉓

カ
ヤ
人
形
作
り
の
全
て
の
行
事
が
終
了
し
た
後
、「
白
龍
大
明
神
」神
社
に
て
宴

を
催
す
。

21.仮安置所横に御神酒等の準備

17.男性器を取りつける

19.人形に刀を差す

23.人形に拝礼

18.女性器を取りつける

20.辻掲示板前に仮安置

22.ソバ餅を刺す

24.お神酒をふるまう
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虫
送
り
に
関
連
す
る
人
形
送
り
、人
形
立
て

26.ソバ餅をふるまう

27.ソバ餅を焼いてふるまう

25.ソバ餅作り

28.人形の積み込み

29.古い人形の取り外し30.男の人形の設置

32.重ねて代々の古い人形の上に棄てる 31.女の人形の設置
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虫
送
り
に
関
連
す
る
人
形
送
り
、人
形
立
て

36.人形に拝礼する 35.ソバ餅を刺す

34.大小の刀を差す 33.人形を固定する

37.お神酒をふるまう
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第
三
章

虫
送
り
に
関
連
す
る
人
形
送
り
、人
形
立
て

38.完成した人形

【
行
事
の
存
続
】

青
森
県
南
部
地
方
に
伝
わ
る
人
形
作
り
の
中
で
、3
メ
ー
ト
ル
級
の
巨
大
な
人

形
は
、南
部
町
正
寿
寺
の
ほ
か
、十
和
田
市
の
梅
集
落
と
板
ノ
沢
集
落
で
作
ら
れ
て

い
た
が
、過
疎
化
や
高
齢
化
の
た
め
、梅
集
落
の
人
形
作
り
は
、平
成
25
年
で
中
断
と

な
っ
た
。市
教
育
委
員
会
や
市
文
化
財
保
護
審
議
会
及
び
関
係
諸
機
関
が
、存
続･

継

続
、さ
ら
に
文
化
財
指
定
に
向
け
て
動
い
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、伝
承
が
途

絶
え
つ
つ
あ
る
。

梅
集
落
は
、板
ノ
沢
集
落
の
西
方
約
3
キ
ロ
の
山
間
に
位
置
し
、隣
接
し
て
い
る
。

し
か
し
、大
き
さ
、作
り
方
な
ど
は
酷
似
し
て
い
る
も
の
の
、風
貌
や
供
え
物
等
、多
少

異
な
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。梅
集
落
で
は
、人
形
の
胴
体
に
、ソ
バ
餅
を
刺
す
。こ
の
ソ
バ

餅
は
、本
家
が
5
枚
、分
家
が
3
枚
と
決
め
ら
れ
て
い
る
。ま
た
、板
ノ
沢
集
落
で
は
、

茅
人
形
の
足
元
に
、小
さ
い
藁
人
形
を
供
え
る
。

カ
ヤ
人
形
が
安
置
さ
れ
る
場
所
は
、本
来
、旧
県
道
の
集
落
入
口
に
設
置
し
て
い

た
が
、現
在
、集
落
を
見
下
ろ
す
小
高
い
丘
の
上
に
設
置
し
て
い
る
。新
た
に
道
路

を
建
設
・
改
修
す
る
度
に
移
動
し
た
。ま
た
、集
落
の
入
口
に
張
る
ト
シ
ナ（
注
連
縄
）

は
、彼
岸
の
3
月
22
、23
日
に
設
置
す
る
。

集
落
の
中
央
部
に
位
置
す
る
集
会
所
前
に
は
、名
水
が
湧
き
出
て
お
り
、行
事
を

行
う
神
社
は「
白
龍
大
明
神
」で
、板
ノ
沢
集
落
の
神
社
も「
御
瀧
大
龍
神
神
社
」で
あ

る
こ
と
か
ら
、水
に
関
連
し
て
い
る
と
も
思
わ
れ
る
。

（
本
項
の
写
真
は
十
和
田
市
教
育
委
員
会
の
提
供
に
よ
る
）
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町
）
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泉
隼
人（
五
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）

平
健
作（
八
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市
）

門
前
廣
美（
八
戸
市
）

下
村
恒
彦（
八
戸
市
）

沢
目
豊（
十
和
田
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）

福
沢
繁
雄（
十
和
田
市
）

大
久
保
学（
十
和
田
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）

島
川
芳
樹（
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手
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久
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市
）

愛
木
稔（
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戸
町
）

畠
山
正
徳（
岩
手
県
八
幡
平
市
）

島
守
第
六
区
虫
追
い
ま
つ
り
保
存
会（
八
戸
市
）

横
間
虫
追
い
ま
つ
り
保
存
会（
岩
手
県
八
幡
平
市
）

豊
間
内
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
実
行
委
員
会（
五
戸
町
）

豊
間
内
小
学
校（
五
戸
町
）

細
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虫
追
い
保
存
会（
田
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町
）

上
郷
保
育
園（
田
子
町
）

八
戸
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南
郷
区
島
守
第
六
区
の
み
な
さ
ん

十
和
田
市
梅
集
落
の
み
な
さ
ん

※
執
筆
者
に
よ
る
合
同
調
査
等
に
お
い
て
、こ
こ
に
名
前
を
記
さ
な
い
多
く
の
方
が
た
か
ら

も
ご
協
力
と
ご
教
示
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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本
書
の
執
筆
者
・
撮
影
者（
掲
載
順
）

成
田

敏（
1
9
4
7
年
生
ま
れ
。青
森
県
弘
前
市
在
住
） 

「
青
森
県
南
部
地
方
の
虫
送
り
概
要
」の
執
筆
担
当
。 

天
野

荘
平（
1
9
4
9
年
生
ま
れ
。秋
田
県
潟
上
市
在
住
） 

「
田
子
町
飯
豊
の
虫
ボ
イ
」「
田
子
町
細
野
の
虫
ボ
イ
」「
田
子
町
原
の
虫
ボ
イ
」

「
南
部
町
相
内
の
人
形
ま
つ
り
」「
七
戸
町
尾
山
頭
の
虫
送
り
」の
執
筆
担
当
。 

永
井
登
志
樹（
1
9
5
2
年
生
ま
れ
。秋
田
県
男
鹿
市
在
住
） 

「
田
子
町
石
亀
の
虫
送
り
」「
八
戸
市
島
守
の
虫
送
り
」「
五
戸
市
豊
間
内
の
虫
送

り
」「
岩
手
県
北
部
地
域
の
虫
送
り
」「
南
部
町
正
寿
寺
の
人
形
ま
つ
り
」の
執
筆

担
当
。 

田
中

寿
明（
1
9
5
9
年
生
ま
れ
。青
森
県
東
北
町
在
住
） 

「
十
和
田
市
板
ノ
沢
の
人
形
立
て
」「
十
和
田
市
梅
人
形
結
い
」の
執
筆
お
よ
び
、

「
田
子
町
石
亀
の
虫
送
り
」「
十
和
田
市
板
ノ
沢
の
人
形
立
て
」の
撮
影
担
当
。 

鐙

啓
記（
1
9
5
3
年
生
ま
れ
。秋
田
県
秋
田
市
在
住
） 

「
田
子
町
飯
豊
の
虫
ボ
イ
」「
田
子
町
細
野
の
虫
ボ
イ
」「
田
子
町
原
の
虫
ボ
イ
」

「
南
部
町
相
内
の
人
形
ま
つ
り
」「
七
戸
町
尾
山
頭
の
虫
送
り
」「
岩
手
県
北
部
地

域
の
虫
送
り
」「
南
部
町
正
寿
寺
の
人
形
ま
つ
り
」の
撮
影
担
当
。 

渡
部

昇（
1
9
4
9
年
生
ま
れ
。秋
田
県
秋
田
市
在
住
） 

「
田
子
町
飯
豊
の
虫
ボ
イ
」「
田
子
町
細
野
の
虫
ボ
イ
」「
南
部
町
正
寿
寺
の
人
形

ま
つ
り
」の
資
料
動
画
撮
影
担
当
。 






