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写真１

　

前
号
で
は
江
戸
時
代
後
期
に
活
躍
し
た

文
人
た
ち
が
、
隅
田
川
流
域
の
風
景
を
絵
画

や
漢
詩
な
ど
の
題
材
と
し
て
取
り
上
げ
た

こ
と
を
紹
介
し
ま
し
た
。
江
戸
の
町
か
ら
離

れ
た
野
趣
あ
ふ
れ
る
風
景
は
、
文
雅
の
士
に

と
っ
て
は
画
や
詩
な
ど
を
創
作
す
る
心
を

強
く
か
き
た
て
ら
れ
る
も
の
で
し
た
。 

　

明
治
十
四
年
発
行
の
『
墨
水
廿
四
景
記
』

で
は
、
中
国
の
瀟
湘
八
景
（
し
ょ
う
し
ょ

う
は
っ
け
い
）
に
触
発
さ
れ
た
隅
田
川
の

風
景
を
紹
介
し
て
い
ま
し
た
が
、
実
は

も
っ
と
地
元
に
密
着
し
た
八
景
が
あ
る
こ

と
を
紹
介
し
ま
す
。

　

舎
人
氷
川
神
社
に
奉
納
さ
れ
て
い
た

「
舎
人
八
景
」
の
奉
納
額
（
写
真
２
）
で
す
。

こ
れ
は
、
平
成
十
一
（
一
九
九
九
）
年
に

開
催
し
た
「
足
立
の
絵
馬
展
」
に
先
立
っ

　

はい、文化財係です⑰「じんがんなわ」… P4

八幡太郎義家と雁の群れ（慶応２・1866 年）

舎人氷川神社所在（平成 11・1999 年調査）

谷文一（二世）に師事し文暉と号した地元の平柳氏の画。

56cm×78cm

写
真
２
「
舎
人
八
景
」
の
奉
納
額

消
え
か
か
っ
て
い
る
が
上
記
の

よ
う
に
読
め
る
。

と
「
夜
雨
」
が
ど
の
地
に

当
た
る
の
か
判
読
不
明
で

す
が
、
名
勝
を
身
近
な
土

地
に
置
き
換
え
た
面
白
さ

を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

比
較
的
、
場
所
を
限
定
す

る

必

要

の

あ

る
「
晩

鐘
」

に
西
門
寺
（
舎
人
二―

二

―

一

四
）
、
「
帰

帆
」
を

毛

長
川
に
行
き
来
す
る
帆
掛

け
舟
に
当
て
る
な
ど
、
限

ら
れ
た
地
域
の
な
か
で
誇

張
し
つ
つ
も
上
手
に
な
ぞ

ら
え
て
い
ま
す
。
土
地
を

詠
み
こ
ん
だ
和
歌
の
間
に

か
す
か
に
見
え
る
二
つ
の

　

て
行
っ
た
区
内
社
寺
の
絵
馬
調
査
に
記
録

さ
れ
た
も
の
で
す
。
文
政
十
（
一
八
二
七
）

年
九
月
に
森
田
笠
賀
と
い
う
人
に
よ
っ
て

奉
納
さ
れ
た
も
の
で
、
大
き
さ
は
、
縦
六

十
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
一
メ
ー
ト
ル

と
、
江
戸
期
の
絵
馬
ら
し
く
比
較
的
大
型

に
な
り
ま
す
。
残
念
な
が
ら
そ
の
ほ
と
ん

ど
が
剥
落
し
て
い
ま
す
が
、
丹
念
に
見
る

と
、
舎
人
の
風
景
を
描
き
、
そ
こ
に
八
景

の
名
称
を
大
き
く
、
横
に
和
歌
が
流
麗
な

崩
し
字
で
墨
書
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
し
た
。
（
図
参
照
。
ア
ミ
カ

ケ
部
分
は
和
歌
）

　

判
読
で
き
た
部
分
が
少
な
い
の
で
す
が
、

西
門
晩
鐘
・
宮
市
晴
嵐
・
氷
川
秋
月
・
白

旗
落
雁
・
毛
長
帰
帆
・
石
神
夕
照
と
い
う

文
字
が
追
え
ま
す
。
八
景
の
う
ち
「
暮
雪
」

　

舎
人
八
景

奉
納
絵
額
に
見
る
豊
か
な
地
域

荻
原 
ち
と
せ
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鳥
居
、
民
家
、
木
々
の
画
も
柔
ら
か
な
筆

致
の
よ
う
で
、
風
雅
に
富
ん
だ
奉
納
額
で

あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
ま
す
。

　

奉
納
者
の
森
田
笠
賀
に
つ
い
て
も
記
録

が
な
く
、
村
内
の
居
住
者
か
は
確
定
で
き

ま
せ
ん
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ

う
な
奉
納
額
が
神
社
に
奉
納
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
、
舎
人
地
域
の
人
々
に
、
和
歌
や

書
画
に
つ
い
て
の
素
養
が
あ
る
と
い
う
こ

と
や
、
地
元
の
身
近
な
風
景
を
瀟
湘
八
景

に
見
立
て
て
愉
し
む
こ
と
が
で
き
る
豊
か

な
教
養
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
結
び
つ
く

と
い
え
ま
す
。

　

ま
た
、
慶
応
二
年
に
奉
納
さ
れ
た
、「
八

幡
太
郎
義
家
と
雁
の
群
れ
」
（
写
真
１
参

照
）
が
描
か
れ
た
奉
納
額
は
、
画
題
と
し

て
は
よ
く
み
ら
れ
る
歴
史
物
語
的
名
場
面

で
す
が
、
通
常
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
そ

の
裏
面
に
「
平
柳
儀
右
衛
門
男
幼
名
晴
吉

画
好
□
□
人
孫
文
一
門
入
画
名
号
文
暉
与

□
十
八
ニ
而
写
之
」
と
、
墨
書
が
あ
り
、

地
元
の
平
柳
晴
吉
が
、
谷
文
一
（
二
世
）

門
に
入
門
し
、
画
号
を
与
え
ら
れ
た
そ
の

記
念
の
奉
納
と
思
し
い
も
の
で
す
。
「
舎

人
八
景
」
の
奉
納
か
ら
四
〇
年
ほ
ど
に
な

り
ま
す
が
、
絵
が
好
き
だ
か
ら
と
、
本
格

的
な
絵
師
に
入
門
し
て
学
ぶ
ほ
ど
の
人
物

が
生
ま
れ
た
と
い
う
の
も
、
日
ご
ろ
か
ら

文
雅
の
道
に
親
し
む
環
境
が
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
な
り
ま
す
。

　

舎
人
氷
川
神
社
で
は
調
査
当
時
二
七
点

の
絵
馬
（
奉
納
額
）
の
う
ち
九
点
が
江
戸

期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
、
区
内
で
も
江
戸

　

は
一
斉
検
地
を
実
施
せ
ず
、
こ
の
調
査
で

生
ま
れ
た
田
畑
の
等
級
や
数
字
は
明
治
の

地
租
改
正
ま
で
も
参
考
と
さ
れ
て
い
く
。

　

吉
田
家
文
書
の
な
か
に
は
元
禄
検
地
帳

の
う
ち
、
伊
藤
谷
新
田
（
吉
田
家
が
あ
る

綾
瀬
一
丁
目
や
周
辺
）
と
、
さ
ら
に
隣
村

の
普
賢
寺
村
（
同
二
丁
目
と
周
辺
）
の
写

本
も
伝
来
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
村
も
本

資
料
で
は
じ
め
て
検
地
帳
が
確
認
で
き
た
。

普
賢
寺
村
分
は
、
三
冊
構
成
の
う
ち
一
冊

を
欠
く
が
、
伊
藤
谷
新
田
の
検
地
帳
は
二

冊
構
成
の
揃
い
で
確
認
で
き
た
。
写
本
の

内
容
に
つ
い
て
は
次
回
紹
介
す
る
。

　

※

１　

藤
田
覚
「
江
戸
時
代
前
期
の
幕

　
　

領
石
高
・
年
貢
量
に
関
す
る
新
資
料
」

　
　

（
『
史
学
雑
誌
』
一
〇
四
巻
一
〇
号
、

　
　

一
九
九
五
年
）

　

※

２　

所
理
喜
夫
『
徳
川
将
軍
権
力
の

　
　

構
造
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
四
、

　
　

中
野
達
哉
『
近
世
の
検
地
と
地
域
社

　
　

会
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
当
館
学
芸
員
）
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期
の
絵
馬
が
多
く
残
る
神
社
で
し
た
。
も

ち
ろ
ん
、
偶
然
性
が
高
い
絵
馬
の
残
存
状

況
だ
け
で
単
純
に
判
断
は
で
き
な
い
の
で

す
が
、
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
事
例
か
ら
、

江
戸
後
期
か
ら
幕
末
に
か
け
て
の
舎
人
の

地
域
は
、
経
済
的
に
も
文
化
的
に
も
と
て

も
豊
か
な
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が

え
ま
す
。　
　

　

絵
画
作
品
と
し
て
と
ら
え
る
と
残
念
な

の
で
す
が
、
絵
馬
や
奉
納
額
は
長
い
年
月

の
間
に
風
化
し
、
い
ず
れ
は
役
目
を
終
え

て
集
落
の
人
々
の
手
に
よ
っ
て
消
滅
す
る

の
が
自
然
な
運
命
で
す
。
し
か
し
、
長
い

年
月
、
村
の
な
か
で
最
も
公
共
性
の
高
い

場
所
に
掲
示
さ
れ
、
共
有
さ
れ
る
絵
馬
は
、

そ
の
地
域
の
生
活
文
化
を
表
す
資
料
と
し

て
大
き
な
足
跡
を
残
す
も
の
と
み
る
こ
と

が
で
き
、
調
査
記
録
に
よ
っ
て
歴
史
研
究

を
進
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
住
宅
地
と
な
っ
た
舎
人
地
域
で

は
、
江
戸
期
の
絵
額
に
表
現
さ
れ
た
風
雅

な
八
景
の
痕
跡
を
見
る
こ
と
は
不
可
能
で

す
。
江
戸
期
の
奉
納
絵
額
が
長
年
の
間
に

古
び
、
鑑
賞
さ
れ
る
役
目
を
次
第
に
退
い

て
い
く
に
従
い
、
そ
の
風
景
も
変
化
し
て

い
っ
た
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

　

し
か
し
、
素
朴
で
美
し
い
風
景
が
あ
っ

た
こ
と
、
文
雅
な
人
々
が
生
活
し
て
い
た

こ
と
な
ど
を
こ
れ
ら
の
絵
馬
か
ら
想
像
す

る
こ
と
が
で
き
、
私
た
ち
が
地
域
の
歴
史

や
文
化
の
豊
か
さ
や
深
さ
を
考
え
る
大
き

な
力
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
当
館
学
芸
員
）

　

認
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
大
関
藩
士

に
北
三
谷
新
田
が
提
出
し
た
絵
図
、

お
な
じ
く
大
関
藩
士
の
調
査
事
務

所
（
検
地
会
所
）
と
な
っ
た
舎
人

町
で
の
報
償
記
録
が
残
る
。

　

検
地
の
実
施
に
際
し
て
は
、
過

酷
な
算
出
が
あ
っ
た
と
さ
れ
開
発

可
能
地
（
池
や
沼
）
を
石
高
に
結
び
、

年
貢
増
徴
を
は
か
っ
た
と
い
う※

２
。
こ
の
元
禄
検
地
以
降
、
幕
府

　 　

元
禄
八
（
一
六
九
五
）
年
、
武
蔵
国
の

幕
府
直
轄
領
の
総
検
地
が
行
わ
れ
た
。
検

地
と
は
土
地
を
調
査
し
公
定
収
穫
高
を
算

出
す
る
施
策
で
、
石
高
制
の
基
盤
と
な
る

数
字
を
明
ら
か
に
し
た
基
礎
帳
簿
で
あ
る
。

　

元
禄
検
地
は
一
般
的
に
、
徳
川
綱
吉
政

権
下
で
勘
定
頭
差
添
役
の
荻
原
重
秀
（
の

ち
元
禄
九
年
か
ら
勘
定
奉
行
）
が
中
心
と

な
り
進
め
ら
れ
た
石
高
増
加
策
と
評
価
さ

れ
、
実
際
、
幕
府
領
は
綱
吉
政
権
下
で
順

次
増
加
し
て
元
禄
九
（
一
六
九
六
）
年
に

は
じ
め
て
四
〇
〇
万
石
を
超
え
た※

１
。

　

足
立
区
域
で
は
幕
命
を
う
け
た
黒
羽
藩

の
藩
主
、
大
関
増
恒
が
総
奉
行
に
、
藩
士

が
検
地
役
人
と
な
り
調
査
が
進
め
ら
れ
た
。

足
立
区
内
で
は
い
く
つ
か
の
検
地
帳
が
確

　

元禄検地帳（写本）の表紙

元
禄
検
地
帳
（
１
）

　
　
　
　
　

多
田  

文
夫
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す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
綾
瀬
川
の
防
御

に
努
め
て
い
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。
洪
水

は
南
西
に
下
り
「
六
ツ
木
よ
り
は
最
も
遠

く
離
れ
た
る
伊
藤
谷
小
学
校
の
如
き
も
床

上
二
尺
は
ひ
た
り
つ
ら
ん
。
鉄
道
線
路
も

ア
ワ
ヤ
水
越
さ
ん
ば
か
り
に
見
受
け
ら
れ

た
り
」（
『
読
売
新
聞
』
九
月
十
七
日
条
）
と
、

伊
藤
谷
小
学
校
（
現
在
の
綾
瀬
駅
北
西
側

の
綾
瀬
川
と
常
磐
線
の
交
差
地
点
、
綾
瀬

駅
前
郵
便
局
あ
た
り
に
あ
っ
た
旧
弘
道
小

学
校
の
誤
り
だ
と
思
わ
れ
ま
す
）
で
床
上

約
六
十
セ
ン
チ
に
達
し
、
常
磐
線
の
線
路

を
も
越
水
し
そ
う
だ
と
の
こ
と
で
し
た
が
、

洪
水
は
綾
瀬
川
の
西
岸
を
決
壊
せ
ず
（
越

水
も
せ
ず
）
に
と
ど
ま
り
ま
し
た
。
同
新

聞
同
日
条
は
「
是
全
く
綾
瀬
の
水
量
少
き

が
為
な
り
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

■
川
を
挟
ん
で
の
ト
ラ
ブ
ル　

こ
の
洪
水

の
被
害
は
、
南
足
立
郡
で
は
綾
瀬
川
以
東

の
地
域
だ
け
で
し
た
。
た
だ
、
南
葛
飾
郡

で
は
綾
瀬
川
に
接
す
る
三
つ
の
村
（
亀
青
・

南
綾
瀬
・
隅
田
）
と
そ
の
東
南
側
の
寺
島

村
・
本
田
村
が
浸
水
し
て
被
害
が
で
ま
し

た
。
ま
た
、
溢
れ
た
水
の
排
水
処
理
を
め

ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
に
つ
い
て
、
『
東
京
日
日

新
聞
』
九
月
二
十
日
条
は
「
中
川
筋
氾
濫

の
為
め
浸
水
せ
し
各
町
村
の
人
民
等
は
何

れ
も
皆
疏
水
口
を
開
き
て
瀦
水
を
下
方
へ

切
落
さ
ん
と
し
、
下
方
の
村
民
等
は
そ
れ

切
ら
れ
て
は
我
が
村
内
一
円
の
大
迷
惑
な

り
是
非
と
も
切
落
す
と
な
ら
ば
腕
力
に
訴

へ
て
も
工
事
を
妨
げ
く
れ
ん
と
、
甲
乙
互

に
一
堤
を
争
ふ
て
果
て
は
竹
槍
蓆
旗
の
大

　

（3）第 624 号 令和 2年 2月

■
荒
川
に
隠
れ
て　

前
号
ま
で
触
れ
て
き

た
明
治
四
十
年
と
四
十
三
年
の
水
害
記
録

を
読
む
と
、
千
住
大
橋
際
で
の
荒
川
（
隅

田
川
）
の
水
位
変
化
の
記
録
や
、
荒
川
の

北
岸
で
当
時
南
足
立
郡
唯
一
の
町
で
あ
る

千
住
の
被
害
記
録
な
ど
の
記
述
に
多
く
が

割
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
荒
川
が
大
河

川
で
決
壊
・
溢
水
が
発
生
す
れ
ば
被
害
が

広
範
囲
に
及
ぶ
こ
と
か
ら
、
ど
う
し
て
も

荒
川
の
氾
濫
に
目
が
い
っ
て
し
ま
い
、
記

載
が
多
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
思
い

ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
中
で
綾
瀬

川
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

綾
瀬
川
は
、
区
の
東
北
部
南
花
畑
と
八

潮
の
境
界
か
ら
ほ
ぼ
一
直
線
に
南
下
し
て

い
ま
す
。
そ
の
形
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
こ

の
部
分
は
人
工
河
川
で
、
江
戸
時
代
の
寛

　

永
期
に
付
け
替
え
ら
れ
た
も
の
で
す
。
旧

綾
瀬
川
は
現
在
の
垳
川
の
流
路
で
中
川
に

流
れ
込
ん
で
い
ま
し
た
。
こ
の
旧
綾
瀬
川

は
氾
濫
し
や
す
く
、
ま
た
足
立
区
東
部
が

低
湿
地
帯
で
開
発
が
進
ん
で
い
な
か
っ
た

た
め
、
そ
れ
ら
の
解
消
を
目
指
し
て
付
け

替
え
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
綾
瀬
川
沿
岸
の

住
民
は
、
古
く
か
ら
河
川
と
水
へ
の
対
応

に
腐
心
し
て
き
た
の
で
す
。

　

そ
こ
で
今
回
は
、
明
治
四
十
・
四
十
三

年
の
水
害
を
見
て
き
た
前
号
ま
で
と
変
わ

り
、
明
治
二
十
九
年
（
一
八
九
六
）
の
大

雨
に
よ
る
綾
瀬
川
を
め
ぐ
る
水
害
の
様
子

を
、
当
時
の
新
聞
か
ら
拾
っ
て
い
き
ま
す
。

■
中
川
の
決
壊　

こ
の
年
の
九
月
は
上
旬

か
ら
連
日
の
雨
で
河
川
が
増
水
し
ま
し
た
。

『
東
京
朝
日
新
聞
』
九
月
十
七
日
条
に
よ

る
と
、
「
中
川
筋
は

…

一
昨
日
夜
の
十
二

時
頃
に
至
り
遂
に
花
畑
村
大
字
六
ツ
木
の

堤
防
決
壊
せ
し
か
ば
、

…

濁
流
滔
々
と
し

て
襲
ひ
来
り
中
川
と
綾
瀬
川
と
の
間
に
挟

ま
る
各
村
落
を
浸
し
水
勢
は
西
南
の
方
に

向
て
氾
濫
し
綾
瀬
川
を
超
て
隅
田
川
に
溢

れ
ん
と
す
る
の
模
様
あ
り
。
若
し
綾
瀬
川

の
堤
防
に
し
て
此
溢
水
を
支
ふ
る
に
能
は

ず
万
一
に
も
決
壊
す
る
こ
と
あ
ら
ん
か
、

大
千
住
地
方
は
一
面
の
湖
水
と
変
ず
る
の

恐
れ
あ
る
を
以
て
警
官
郡
吏
等
は
綾
瀬
川

の
堤
防
に
全
力
を
注
ぎ
警
視
庁
は
水
防
夫

を
派
し
て
専
ら
防
御
中
な
る
が
頗
る
危
険

な
り

…

」
と
、
綾
瀬
川
で
は
な
く
中
川
が

決
壊
し
て
し
ま
い
、
そ
の
水
が
南
西
側
に

氾
濫
し
、
綾
瀬
川
を
超
え
て
隅
田
川
に
達

　

騒
ぎ
と
な
り
た
る
も
の
此
両
三
日
中
に
五

件
あ
り
。
其
一
は
南
足
立
郡
久
右
衛
門
新

田
（
現
在
の
北
綾
瀬
駅
付
近
）
の
村
民
が

花
畑
村
字
内
匠
新
田
（
現
在
の
南
花
畑
三

丁
目
付
近
）
の
流
山
堤
防
（
内
匠
橋
下
流

の
綾
瀬
川
左
岸
あ
た
り
か
）
を
切
開
か
ん

と
し
た
る
を
、
綾
瀬
村
以
西
の
人
民
等
に

見
付
け
ら
れ
其
三
名
を
取
押
さ
へ
ら
れ
た

る
よ
り
双
方
の
口
角
と
な
り
、
今
に
も
珍

事
を
惹
起
さ
ん
と
し
た
る
が
警
官
の
警
戒

厳
重
な
り
し
為
め
遂
に
蓆
旗
を
翻
へ
す
に

至
ら
ざ
り
し
は
先
づ
以
て
僥
幸
な
り
」
と

伝
え
て
い
ま
す
。
明
治
四
十
年
（
一
九
〇

七
）
の
水
害
の
際
に
は
、
溢
水
防
御
の
た

め
の
土
俵
積
上
げ
を
め
ぐ
っ
て
綾
瀬
川
の

嘉
兵
衛
新
田
で
両
岸
の
村
民
が
衝
突
し
て

怪
我
人
が
出
ま
し
た
が
、
二
十
九
年
も
衝

突
寸
前
の
状
況
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
二
十
九
年
に
は
、
南
足
立

郡
東
縁
の
中
川
が
決
壊
し
、
洪
水
が
発
生

し
て
西
側
に
向
っ
て
押
し
寄
せ
ま
し
た
が
、

綾
瀬
川
で
堰
き
止
め
ら
れ
た
た
め
、
以
西

の
地
域
は
洪
水
に
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

綾
瀬
川
が
堤
防
と
し
て
重
要
な
役
目
を
果

た
し
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

上
の
写
真
は
昭
和
十
年
頃
の
綾
瀬
川
で
、

二
十
九
年
の
水
害
の
約
四
十
年
後
の
姿
で

す
。
綾
瀬
川
で
は
明
治
三
十
五
年
に
も
大

雨
に
よ
り
大
き
な
被
害
が
発
生
し
、
人
々

が
河
川
の
防
御
に
奔
走
し
ま
し
た
。
写
真

に
写
る
風
景
は
穏
や
か
で
す
が
、
綾
瀬
川

は
時
に
、
自
然
の
厳
し
い
一
面
も
垣
間
見

せ
て
い
た
の
で
す
。　
　

（
当
館
専
門
員
）

　

昭和10年（1935）頃の綾瀬川の風景

新
聞
に
見
る
綾
瀬
川
の
水
害

　
　
　
　
　
　
　   
山
崎
尚
之



足 立 史 談

　

足
立
区
は
、
現
在
で
こ
そ
ほ
と
ん
ど
田

ん
ぼ
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
か
つ
て
は
の
ど

か
な
田
園
風
景
の
広
が
る
農
村
地
帯
で
し

た
。
そ
の
た
め
、
農
村
の
風
習
や
五
穀
豊

穣
を
祈
る
民
俗
行
事
が
多
く
残
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
こ
で
今
回
は
、
一
月
十
三
日
に

行
わ
れ
た
、
足
立
区
の
指
定
無
形
民
俗
文

化
財
と
な
っ
て
い
る
「
じ
ん
が
ん
な
わ
」

の
様
子
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

■
「
じ
ん
が
ん
な
わ
」
と
は
？

　

「
じ
ん
が
ん
な
わ
」
は
、
西
保
木
間
の

大
門
厨
子
（
だ
い
も
ん
ず
し
）
の
人
々
が

毎
年
成
人
の
日
に
大
乗
院
（
西
保
木
間
二

-

一
四

-

五
）
に
集
ま
っ
て
、
藁
で
作
っ

た
大
蛇
を
境
内
の
銀
杏
の
木
に
這
（
は
）

わ
せ
て
災
厄
を
追
い
払
う
行
事
で
、
大
蛇

を
這
わ
せ
た
後
は
、
参
加
者
全
員
に
干
葉

粥
（
ひ
ば
が
ゆ
）
と
御
神
酒
が
振
る
舞
わ

れ
、
五
穀
豊
穣
を
祈
念
し
ま
す
。

　

厨
子
と
い
う
の
は
、
古
く
か
ら
の
集
落

の
こ
と
で
、
二
十
数
戸
の
家
が
行
事
に
参

加
し
て
い
ま
す
。

　

「
じ
ん
が
ん
な
わ
」
は
、「
神
願
縄
」
や
「
蛇

（
じ
ゃ
）
が
縄
」・「
蛇
の
願
縄
」
が
訛
（
な

ま
）
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ

ん
。

　

じ
ん
が
ん
な
わ
の
起
源
は
、
南
北
朝
の

　

す
。
そ
し
て
、
藁
束
を
継
ぎ
足
し
な
が
ら

胴
体
の
形
に
し
て
い
き
ま
す
。

　

一
方
で
、
数
名
の
人
々
は
、
藁
を
編
み

込
ん
で
蛇
の
頭
部
を
作
り
ま
す
。
こ
れ
は

大
変
難
し
い
作
業
で
す
。
ま
た
、
こ
こ
で

使
わ
れ
る
藁
は
、
「
実
取
ら
ず
」
と
呼
ば

れ
る
藁
で
す
。
こ
れ
は
、
稲
穂
が
出
る
前

の
ま
だ
青
い
段
階
で
刈
り
取
っ
た
藁
で
、

こ
の
段
階
で
刈
り
取
る
こ
と
に
よ
り
、

青
々
と
し
た
美
し
い
藁
と
な
り
ま
す
。

　

頭
部
と
胴
体
が
出
来
上
が
る
と
、
そ
れ

を
合
体
さ
せ
て
大
蛇
の
完
成
で
す
。
大
乗

院
の
住
職
が
開
眼
供
養
を
行
っ
て
、
完
成

し
た
大
蛇
に
魂
を
込
め
ま
す
。
こ
う
し
て
、

大
蛇
は
村
を
守
る
力
を
得
る
の
で
す
。
そ

の
後
、
大
蛇
は
人
の
手
で
銀
杏
の
木
に
這

わ
さ
れ
ま
す
。
六
メ
ー
ト
ル
以
上
に
も
な

る
大
蛇
が
木
に
這
っ
て
い
る
姿
を
み
る

と
、
き
っ
と
疫
病
や
飢
饉
を
追
い
払
っ
て

く
れ
る
に
違
い
な
い
と
心
強
く
な
り
ま

す
。

　

最
後
に
、
参
加
者
全
員
に
干
葉
粥
が
振

る
舞
わ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
大
根
の
葉
を

干
し
た
も
の
を
入
れ
た
だ
け
の
粥
で
、
塩

も
入
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
だ
け
だ
と
無
味
の
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よ
う
に
思
え
ま
す
が
、
実
際
に
食
べ
て
み

る
と
大
根
の
葉
の
い
い
香
り
が
す
る
美
味

し
い
お
粥
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

こ
う
し
て
正
午
過
ぎ
に
じ
ん
が
ん
な
わ

は
終
了
し
ま
す
。

■
一
般
見
学

　

当
日
は
、
多
く
の
一
般
参
加
者
が
来
て

お
り
、
中
に
は
遠
方
か
ら
来
た
外
国
人
の

方
も
数
名
い
ま
し
た
。
文
化
財
を
実
際
に

見
学
し
て
い
た
だ
く
こ
と
は
、
足
立
区
の

魅
力
を
発
信
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す

が
、
な
に
よ
り
、
文
化
財
保
護
の
重
要
性

を
広
く
一
般
の
方
に
ご
理
解
い
た
だ
く
絶

好
の
機
会
で
す
。
当
日
は
、
郷
土
博
物
館

学
芸
員
と
合
同
で
、
じ
ん
が
ん
な
わ
の
解

説
プ
リ
ン
ト
を
配
布
し
、
文
化
財
の
意
義

と
大
切
さ
を
訴
え
ま
し
た
。

■
継
続
す
る
大
変
さ

　

じ
ん
が
ん
な
わ
の
よ
う
に
日
本
各
地
で

行
わ
れ
て
い
た
古
く
か
ら
の
風
習
・
行
事

は
、
現
在
、
藁
の
入
手
が
難
し
く
な
っ
た

こ
と
や
高
齢
化
と
い
っ
た
様
々
な
要
因
で

継
続
す
る
の
が
難
し
く
な
っ
て
き
て
い
ま

す
。
そ
う
し
た
中
、
大
門
厨
子
の
人
々
は
、

昭
和
五
十
九
年
（
一
九
八
四
）
に
大
門
じ

ん
が
ん
な
わ
保
存
会
を
結
成
し
、
じ
ん
が

ん
な
わ
を
守
り
伝
え
て
い
ま
す
。

　

足
立
区
の
文
化
財
は
、
大
門
じ
ん
が
ん

な
わ
保
存
会
の
よ
う
な
文
化
財
を
守
り
伝

え
て
い
る
人
々
の
ご
尽
力
と
、
区
民
の
皆

様
の
ご
理
解
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る

の
で
す
。

　
　
　
（
文
化
財
係
学
芸
員
　
佐
藤
貴
浩
）

　
　

樹上に這わされる大蛇

内
乱
の
頃
と
も
、
応
仁
の
乱
の
頃
と
も
言

わ
れ
、
次
の
よ
う
な
伝
説
が
あ
り
ま
す
。

　
大
乗
院
に
あ
っ
た
薬
師
堂
に
一
匹
の
白

　
蛇
が
住
み
つ
き
、
大
門
逗
子
の
人
々
は

　
薬
師
如
来
の
使
い
と
し
て
こ
の
白
蛇
を

　
崇
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

　
戦
乱
に
よ
り
薬
師
堂
が
焼
き
討
ち
さ
れ

　
て
し
ま
い
、
白
蛇
も
死
ん
で
し
ま
い
ま

　
す
。
す
る
と
、
厨
子
の
人
々
を
疫
病
や

　
飢
饉
が
襲
い
ま
し
た
。
厨
子
の
人
々
は
、

　
こ
れ
を
白
蛇
の
祟
り
だ
と
考
え
、
白
蛇

　
を
供
養
す
る
た
め
、
稲
藁
を
持
ち
寄
っ

　
て
大
蛇
を
作
り
、
樹
上
に
祀
る
よ
う
に

　
な
り
ま
し
た
。
こ
の
後
、
疫
病
や
飢
饉

　
は
お
さ
ま
り
、
厨
子
は
平
安
息
災
と
な

　
り
ま
し
た
。

　

現
在
で
は
、
成
人
の
日
に
行
わ
れ
て
い

ま
す
が
、
戦
前
ま
で
は
一
月
八
日
に
行
わ

れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
伝
説
に
も
あ

る
よ
う
に
、
白
蛇
が
薬
師
如
来
の
使
い
と

考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
で
、
薬
師
如
来
の

縁
日
が
一
月
八
日
だ
っ
た
か
ら
で
す
。

■
じ
ん
が
ん
な
わ
の
流
れ

　

当
日
の
午
前
九
時
に
、
前
年
の
大
蛇
が

銀
杏
の
木
か
ら
降
ろ
さ
れ
、
燃
や
さ
れ
ま

す
。
こ
の
時
に
生
じ
た
灰
は
、
今
年
の
大

蛇
の
目
と
し
て
利
用
さ
れ
ま
す
。
そ
う
す

る
こ
と
で
、
古
い
大
蛇
の
魂
が
新
し
い
大

蛇
に
引
き
継
が
れ
る
の
で
す
。

　

続
い
て
、
大
蛇
の
胴
体
と
な
る
藁
束
作

り
で
す
。
片
手
で
一
掴
み
の
わ
ら
を
取
り
、

そ
の
藁
束
を
藁
で
し
っ
か
り
と
結
び
ま

す
。
こ
の
藁
束
を
皆
で
大
量
に
作
る
の
で

　

は
い
、
文
化
財
係
で
す
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