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か
で
、
郷
土
の
食
べ
物
と
し
て
文

化
フ
ラ
イ
を
紹
介
し
、
翌
年
の
特

別
展
示
の
イ
ベ
ン
ト
で
、
文
化
フ

ラ
イ
紹
介
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開

設
し
て
い
る
、
は
す
ぴ
ー
さ
ん
の

講
演
会
と
、
試
食
会
を
開
催
し
ま

し
た
。
そ
の
際
に
は
、
清
治
さ
ん

に
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
今
年
の
二
月
、
清
治
さ
ん
が
亡

く
な
ら
れ
、
大
切
に
さ
れ
て
い
た

文
化
フ
ラ
イ
の
製
造
道
具
を
御
家

族
か
ら
当
館
に
御
寄
贈
い
た
だ
き

　

案
し
た
食
べ
物
で
、
一
九
九
九
年
の
十
一

月
ま
で
は
、
も
う
一
軒
の
別
の
方
の
店
が

あ
り
、
二
軒
だ
け
で
売
ら
れ
て
い
る
も
の

で
し
た
。

　
政
子
さ
ん
は
、
昭
和
三
〇
年
こ
ろ
か
ら

西
新
井
大
師
の
縁
日
、
千
住
の
勝
専
寺
の

縁
日
な
ど
区
内
を
は
じ
め
、
台
東
区
鳥
越

神
社
の
祭
礼
、
草
加
市
谷
塚
の
浅
間
神
社

祭
礼
、
地
元
、
梅
田
五
丁
目
の
盆
踊
り
な

ど
周
辺
の
社
寺
の
縁
日
や
お
祭
り
に
屋
台

を
出
し
て
い
ま
し
た
。

　
政
子
さ
ん
は
二
〇
〇
一
年
の
春
に
引
退

さ
れ
た
た
め
、
屋
台
で
の
販
売
が
な
く
な
り
、

区
内
の
飲
食
店
へ
の
卸
し
売
り
と
、
注
文

販
売
を
受
け
て
い
ま
し
た
。
二
〇
〇
六
年

に
政
子
さ
ん
が
亡
く
な
ら
れ
た
の
ち
、
そ

の
製
造
販
売
は
、
夫
の
清
治
（
き
よ
じ
）

さ
ん
（
昭
和
三
年
生
）
が
続
け
ら
れ
て
い

ま
し
た
。

　
郷
土
博
物
館
で
は
二
〇
〇
九
年
、
リ
ニ
ー

ア
ル
し
た
常
設
展
示
、
「
東
郊
の
食
」
の
な

　

　
文
化
フ
ラ
イ
は
、
小
麦
を
練
っ
て
小
判

型
に
型
を
と
っ
た
も
の
に
、
細
か
な
パ
ン

粉
を
つ
け
て
油
で
揚
げ
、
特
製
の
ソ
ー
ス

を
か
け
た
食
べ
物
で
、
縁
日
の
屋
台
で
販

売
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
実
は
肉
や
野
菜
は

入
ら
ず
小
麦
粉
だ
け
の
揚
げ
物
で
す
。

　
文
化
フ
ラ
イ
は
、
足
立
区
梅
田
の
長
谷

　

川
商
店
・
長
谷
川
政
子
さ

ん
（
昭
和
九
年
生
）
が
考
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ま
し
た
。

　

そ
の
道
具
は
シ
ン
プ
ル
な
も
の
で
、
材

料
で
あ
る
小
麦
粉
を
練
る
ボ
ー
ル
と
そ
れ

を
伸
す
の
し
台
、
小
判
型
に
抜
く
型
で
す
。

　

の
し
台
は
、
屋
台
で
使
う
の
に
便
利
な

大
き
さ
で
、
ス
テ
ン
レ
ス
を
巻
い
た
手
製

の
も
の
で
す
。
動
か
な
い
よ
う
に
シ
リ
コ

ン
製
の
滑
り
止
め
が
裏
面
に
四
か
所
貼
ら

れ
て
い
ま
す
。
の
し
台
を
左
手
に
、
鍋
を

右
手
に
置
い
て
、
形
を
抜
い
た
ら
す
ぐ
に

揚
げ
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
い
た
そ
う
で
す
。

　

文
化
フ
ラ
イ
の
生
地
の
作
り
方
は
「
企

業
秘
密
」
と
さ
れ
て
お
り
、
長
谷
川
さ
ん

亡
き
あ
と
長
谷
川
商
店
の
レ
シ
ピ
は
不
明

の
ま
ま
で
す
。
清
治
さ
ん
が
作
っ
て
い
た

も
の
も
、
政
子
さ
ん
と
は
少
し
違
う
と
の

こ
と
で
、
清
治
さ
ん
の
工
夫
・
改
良
が
入
っ

て
い
ま
し
た
。
清
治
さ
ん
と
親
し
く
し
て

い
た
千
住
の
飲
食
店
・
宏
月
（
こ
う
げ
つ
）

が
復
元
し
て
い
ま
す
が
、
小
麦
粉
に
は
ガ

ム
シ
ロ
ッ
プ
で
ほ
ん
の
り
と
甘
み
が
つ
い

て
お
り
、
ま
た
、
特
製
ソ
ー
ス
は
、
通
常

の
ソ
ー
ス
に
出
汁
の
風
味
が
入
っ
た
さ
ら

り
と
し
た
も
の
で
す
。
こ
れ
を
た
っ
ぷ
り

つ
け
て
食
べ
ま
す
。

　

御
家
族
に
よ
る
と
、
元
々
は
、
お
客
様

が
来
る
と
、
の
し
て
、
型
を
抜
い
た
作
り

た
て
を
揚
げ
て
提
供
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

型
を
抜
い
た
も
の
を
現
場
に
持
っ
て
行
っ

た
の
は
、
お
正
月
等
の
か
き
い
れ
ど
き
だ

そ
う
で
す
。
と
く
に
作
り
た
て
の
も
の
は
、

や
わ
ら
か
く
、
油
が
跳
ね
な
い
よ
う
優
し

い
手
つ
き
で
鍋
に
入
れ
、
入
れ
る
と
き
に
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は
フ
ラ
イ
が
し
な
っ
た
そ
う
で
す
。

　

当
日
の
朝
（
型
を
抜
く
前
の
状
態
で
）

作
っ
て
、
す
ぐ
現
場
へ
。
買
う
側
は
、
実

演
が
見
ら
れ
て
、
口
上
が
聞
け
て
、
ク
ジ
（
政

子
さ
ん
は
、
「
ぶ
ん
ま
わ
し
」
と
よ
ん
で
い

ま
し
た
）
も
で
き
て
、
出
来
立
て
を
食
べ

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

型
抜
き
済
み
の
も
の
を
現
場
に
持
っ
て

行
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
恐
ら
く
、
作

り
手
が
高
齢
化
し
て
、
昔
の
よ
う
に
最
初

か
ら
作
る
の
が
厳
し
く
な
っ
た
か
ら
で
は

と
の
こ
と
で
す
。

　

「
ぶ
ん
ま
わ
し
」
と
は
四
角
い
板
の
中
央

に
、
釘
で
取
り
付
け
た
幅
の
短
い
木
の
板

が
回
る
手
作
り
の
ル
ー
レ
ッ
ト
式
の
ク
ジ

で
、
文
化
フ
ラ
イ
を
買
う
人
は
こ
れ
を
回

す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ハ
ズ
レ
は
、
一
本
（
つ

ま
り
通
常
の
値
段
）
で
す
が
、
当
た
る
と
、

二
本
、
三
本
と
そ
の
本
数
が
も
ら
え
ま
す
。

三
本
は
め
っ
た
に
で
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ

ん
が
、
文
化
フ
ラ
イ
の
販
売
は
皿
を
つ
け

ず
に
手
持
ち
で
渡
さ
れ
る
た
め
、
当
た
る

と
持
ち
づ
ら
く
、
子
ど
も
に
は
、
う
れ
し

く
も
ち
ょ
っ
と
困
る
こ
と
に
も
な
り
ま
し

た
。

　

お
祭
り
、
縁
日
の
楽
し
い
記
憶
と
と
も
に
、

長
谷
川
さ
ん
の
文
化
フ
ラ
イ
の
屋
台
と
味

は
、
足
立
の
愛
さ
れ
フ
ー
ド
と
し
て
伝
え

ら
れ
て
い
く
で
し
ょ
う
。　

　

は
す
ぴ
ー
倶
楽
部　

　

h
ttp
s://w

w
w
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a
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p
y
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o
m
/

　

宏
月

　

足
立
区
千
住
三―

六
八

な
っ
た
の
は
、
明
治
時
代
の
な
か
ご
ろ
か

ら
で
、
そ
の
普
及
に
は
、
県
や
郡
の
農
会

な
ど
が
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

　

列
を
揃
え
、
等
間
隔
で
植
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
稲
株
の
日
当
た
り
や
風
通
し
が

よ
く
な
り
、
病
虫
害
を
予
防
し
生
育
を
促

す
こ
と
、
ま
た
、
株
の
間
に
除
草
機
を
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
農

作
業
の
効
率
化
に
も
つ
な
が
り
ま
し
た
。

同
時
に
改
良
さ
れ
た
苗
代
（
な
わ
し
ろ
）

の
作
り
方
と
合
わ
せ
、
正
条
植
え
に
よ
っ

て
収
穫
量
が
あ
が
り
、
必
要
な
種
籾
や
苗

の
量
も
計
算
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

米
の
収
穫
量
を
増
や
す
た
め
に
、
正
条
植

え
は
奨
励
さ
れ
、
全
国
的
に
、
一
斉
に
田

植
え
の
方
法
が
変
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。

■
植
え
綱　

正
条
植
え
は
、
縦
・
横
と
も

に
等
間
隔
で
植
え
る
こ
と
が
理
想
で
、
正

し
く
稲
を
植
え
る
場
所
の
目
安
が
必
要
で

す
。
そ
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た
の
が
田
植

　

　
足
立
の
歴
史
文
化
を
知
る
手
立
て
と
な

る
郷
土
博
物
館
の
収
蔵
す
る
生
活
資
料
の

紹
介
を
行
い
ま
す
。

■
田
植
え
の
歴
史　

一
列
に
揃
っ
た
稲
が

そ
よ
ぐ
青
々
と
し
た
田
ん
ぼ
は
美
し
く
、

日
本
の
原
風
景
な
ど
と
い
わ
れ
る
こ
と
も

よ
く
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
稲
が
列
を

揃
え
て
植
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

そ
れ
ほ
ど
昔
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

縄
文
時
代
、
稲
作
が
行
わ
れ
始
め
た
こ

ろ
は
、
水
田
に
籾
を
直
接
蒔
い
て
そ
の
ま

ま
育
て
る
こ
と
が
一
般
的
で
、
苗
を
育
て
て
、

本
田
に
植
え
替
え
を
行
う
、
い
わ
ゆ
る
田

植
え
を
行
う
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

田
植
え
は
、
あ
る
程
度
成
長
し
た
苗
を

取
っ
て
植
え
る
こ
と
で
、
す
べ
て
の
稲
の

成
長
を
揃
え
る
こ
と
、
雑
草
に
負
け
ず
に

生
育
す
る
こ
と
、
な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ

り
直
播
よ
り
収
穫
量
を
上
げ
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
田
植
え
は
、
奈
良
時
代
に
は
広

ま
っ
て
い
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
現
在
の
よ
う
に
列
を
き
ち
ん

と
揃
え
て
植
え
た
の
で
は
な
く
、
必
要
な

間
隔
を
あ
け
な
が
ら
も
、
適
当
に
空
い
た

と
こ
ろ
に
植
え
る
方
法
が
と
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
正
条
植
え
（
せ
い
じ
ょ
う
う
え
）

と
よ
ば
れ
る
列
を
揃
え
て
植
え
る
よ
う
に

　

あ
だ
ち
民
具
図
典 

②

　  
田
植
え
綱

（写真１）

足立区江北で使用されていた植え綱
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（写真２・３）

田植え枠（新潟県南塩沢市）とその使用方法。

使わないときは、蔵の脇などにつるして保存さ

れていた。
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え
綱
・
植
え
綱
と
よ
ば
れ
る
道
具
で
す
。

　

（
写
真
１
）
の
植
え
綱
は
、
足
立
区
江
北

の
も
の
で
、
等
間
隔
に
赤
い
小
さ
な
布
が

結
ん
で
あ
る
細
い
棕
櫚
縄
の
よ
う
な
固
い

紐
で
す
。
糸
巻
き
に
巻
か
れ
て
い
て
、
必

要
な
長
さ
が
繰
り
出
せ
、
水
田
の
端
に
差

し
て
使
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
す
。
水
田
に
張
ら
れ
た
紐
に
つ
い
て

い
る
赤
い
布
を
目
安
に
、
人
は
一
列
に
並

ん
で
自
分
の
手
の
届
く
範
囲
の
稲
を
植
え

ま
す
。
そ
の
列
が
植
え
終
わ
る
と
、
植
え

綱
を
動
か
し
、
次
の
列
を
植
え
ま
す
。
人

は
後
ろ
に
下
が
り
な
が
ら
植
え
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

■
田
植
え
枠　

同
じ
目
的
で
使
用
さ
れ
た

の
が
、
田
植
え
枠
で
す
。
六
角
形
に
木
組

み
し
た
も
の
で
、
こ
ち
ら
は
、
田
植
え
前

　

の
水
田
に
転
が
し
、
土
に
跡
を
つ
け
る
も
の

で
す
。
田
植
え
枠
を
こ
ろ
が
し
た
跡
に
は
、

マ
ス
目
が
で
き
ま
す
。
線
の
交
わ
っ
た
と
こ

ろ
に
稲
を
植
え
る
の
で
、
確
実
に
等
間
隔
に

植
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
マ
ス
目
の
間
隔

も
計
算
さ
れ
て
お
り
、
当
時
稲
の
生
育
に
最

適
と
さ
れ
る
寸
法
に
な
っ
て
い
ま
す
。
交
差

地
点
を
踏
ま
な
い
よ
う
に
、
前
に
転
が
し
、

水
田
の
大
き
さ
に
応
じ
て
、
何
回
か
往
復
し

ま
す
。
ま
っ
す
ぐ
転
が
す
の
は
な
か
な
か
難

し
く
労
力
を
使
う
作
業
で
す
。

　

田
植
え
枠
に
は
、
八
角
形
の
も
の
、
三
角

形
の
も
の
、
ま
た
、
ほ
ぼ
円
筒
形
に
見
え
る

も
の
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
形
と
長
さ
が
あ
り

ま
す
。
名
称
も
、
転
が
し
、
田
植
え
定
規
な

ど
地
方
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
り
ま
す
が
、
土

に
線
を
つ
け
る
と
い
う
点
で
は
同
じ
働
き

を
す
る
も
の
で
す
。

■
正
条
植
え
の
道
具
と
地
域
差　

正
条
植

　

領
（
吉
川
・
三
郷
）
の
人
た
ち
を
田
植
え
人

足
と
し
て
複
数
人
雇
う
こ
と
が
発
達
し
て

い
ま
し
た
。
植
え
綱
の
場
合
、植
え
る
に
従
っ

て
綱
を
移
動
さ
せ
る
必
要
も
あ
り
、
二
、
三

人
で
は
非
常
に
効
率
が
悪
い
で
し
ょ
う
。
そ

れ
な
り
の
人
数
が
一
枚
の
田
植
え
に
取
り

組
ん
だ
こ
と
が
う
か
が
え
る
道
具
で
す
。

　

一
方
、
田
植
え
枠
は
、
一
人
が
先
に
転
が

し
て
お
け
ば
、
苗
の
補
給
を
す
る
人
は
必
要

で
す
が
、
枠
の
跡
に
従
っ
て
一
人
で
も
植
え

る
こ
と
が
可
能
で
す
。

　

ま
た
、
関
東
平
野
、
埼
玉
県
・
群
馬
県
で
は
、

水
田
の
裏
作
に
麦
を
作
る
こ
と
が
多
く
、
麦

の
収
穫
は
六
月
な
の
で
そ
れ
に
合
わ
せ
て

田
植
え
時
期
も
遅
く
な
り
ま
す
。
麦
を
収
穫

し
て
か
ら
急
い
で
水
田
の
準
備
を
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
耕
耘
し
て
か
ら
ま
だ
耕
土

が
鎮
ま
ら
な
い
ド
ロ
ド
ロ
し
た
う
ち
に
田
植

え
を
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
田
植
え
枠
で

は
跡
が
つ
け
ら
れ
な
い
と
も
い
い
ま
す
。
新

潟
県
は
豪
雪
の
た
め
、
裏
作
で
水
田
を
使
う

こ
と
が
な
く
、
耕
土
が
落
ち
つ
い
て
お
り
、

よ
く
跡
が
つ
く
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
の
ほ
か
、
水
田
の
水
の
か
け
ひ
き
が
容

易
で
あ
る
こ
と
、
乾
田
か
湿
田
か
、
な
ど
に

よ
っ
て
も
、
影
響
が
あ
る
か
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

　

田
植
え
と
い
う
日
本
中
ど
こ
で
も
行
っ

て
い
る
農
作
業
も
、
そ
の
や
り
方
や
道
具
は

そ
の
土
地
の
自
然
環
境
、
作
業
工
程
な
ど
に

よ
っ
て
異
な
り
、
地
域
の
特
徴
を
知
る
ひ
と

つ
と
な
る
の
で
す
。

　
　
　
　
　
（
当
館
学
芸
員
　
荻
原
ち
と
せ
）

　

え
を
簡
単
に
す
る
た
め
に
工
夫
さ
れ
た
道

具
は
、
そ
の
地
方
で
発
案
さ
れ
た
り
、
あ

る
い
は
先
進
地
域
の
も
の
を
真
似
し
た
り

改
良
し
た
り
と
い
う
こ
と
で
普
及
し
ま
し

た
。
足
立
区
周
辺
地
域
、
関
東
平
野
は
大

稲
作
地
帯
で
す
が
、
田
植
え
枠
の
使
用
例

は
あ
り
ま
せ
ん
。
逆
に
、
友
好
都
市
で
あ

る
新
潟
県
魚
沼
市
周
辺
で
は
、
植
え
綱
は

使
わ
れ
ず
、
田
植
え
枠
が
一
般
的
で
す
。

　

実
用
の
道
具
は
、
そ
の
土
地
の
風
土
や

作
業
条
件
に
適
し
た
も
の
が
発
展
し
ま
す
。

そ
の
違
い
に
は
、
理
由
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

　

現
在
の
水
田
は
、
棚
田
な
ど
を
除
い
て

耕
地
整
理
が
行
わ
れ
、
一
反
以
上
の
長
方

形
の
大
き
さ
に
整
え
ら
れ
た
姿
で
す
。
明

治
三
二
（
一
八
九
九
）
年
に
施
行
さ
れ
た
「
耕

地
整
理
法
」
以
前
は
、
小
さ
く
不
定
形
な

水
田
が
い
く
つ
も
あ
る
の
が
普
通
で
し
た
。

　

と
は
い
え
、
関
東
平
野
と
山
が
ち
な
魚

沼
地
方
で
は
、
基
本
的
な
水
田
の
大
き
さ

が
異
な
っ
て
い
る
と
想
像
さ
れ
ま
す
。
田

植
え
枠
は
、
二
人
で
転
が
す
よ
う
な
大
き

い
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
大
き
め
な
水
田

で
使
用
す
る
に
は
、
結
構
厳
し
い
道
具
で
す
。

比
較
的
小
さ
な
水
田
に
適
し
た
道
具
と
い

え
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
水
田
の
大
き
さ
と
関
係
す
る
点

で
も
あ
り
ま
す
が
、
一
枚
の
水
田
の
田
植

え
に
一
緒
に
取
り
掛
か
る
人
数
に
も
違
い

が
あ
る
の
で
は
と
思
わ
れ
ま
す
。
足
立
区

で
は
田
植
え
を
互
い
に
手
伝
い
あ
う
ユ
イ

と
い
わ
れ
る
相
互
扶
助
の
ほ
か
、
二
合
半
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師
走
を
迎
え
て
半
月
が
過
ぎ
、
新
年
も

す
ぐ
そ
こ
ま
で
や
っ
て
き
ま
し
た
。
新
年

と
い
え
ば
つ
き
も
の
な
の
は
初
詣
で
す
が
、

今
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡

大
防
止
の
た
め
に
、
い
つ
も
と
違
う
初
詣

と
な
り
そ
う
で
す
。

　

さ
て
、
今
回
ご
紹
介
す
る
の
は
、
例
年

初
詣
の
人
々
が
訪
れ
る
舎
人
氷
川
神
社
（
舎

人
五

―

二
一
）
に
あ
る
足
立
区
登
録
有
形

文
化
財
「
舎
人
氷
川
神
社
本
殿
」
で
す
（
以
下
、

　

「
本
殿
」
と
省
略
）。
こ
の
本
殿
に
は
、
区

内
有
数
の
彫
刻
が
施
さ
れ
て
お
り
、
観
る

者
の
目
を
引
き
付
け
ま
す
。

■
舎
人
氷
川
神
社　

舎
人
氷
川
神
社
の
創

建
は
古
く
、
鎌
倉
時
代
初
期
の
正
治
二
年

（
一
二
〇
〇
）
に
、
大
宮
（
埼
玉
県
さ
い
た

ま
市
）
の
氷
川
神
社
を
勧
請
（
分
霊
を
招

く
こ
と
）
し
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

御
神
体
と
伝
わ
る
懸
仏
と
江
戸
時
代
に
舎

人
氷
川
神
社
が
神
階
を
授
与
さ
れ
た
際
の

古
文
書
が
そ
れ
ぞ
れ
足
立
区
登
録
有
形
文

化
財
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
拝
殿
や
本
殿
は
、
基
壇
の
上
に

建
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
基
壇
は
、
明
治
二

年
（
一
八
六
九
）
九
月
に
舎
人
町
・
入
谷
村
・

遊
馬
村
（
埼
玉
県
草
加
市
）
の
氏
子
中
が

　

ん
。

　

本
殿
の
い
た
る

と
こ
ろ
に
施
さ
れ

た
彫
刻
の
題
材
は

多
岐
に
わ
た
り
ま

す
。

　

正
面
左
右
の
柱

と
な
げ
し
状
の
横

木
に
は
龍
が
全
部

で
九
体
彫
ら
れ
て

い
ま
す
。
特
に
左

柱
上
部
の
迫
力
あ

る
龍
の
相
貌
は
、

そ
の
技
法
が
極
め

　

て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
（
写
真
下
）。

　

本
殿
正
面
の
扉
に
は
牡
丹
や
唐
獅
子
な

ど
が
彫
ら
れ
、
本
殿
左
右
と
後
ろ
の
壁
に

は
八
岐
大
蛇
（
や
ま
た
の
お
ろ
ち
）
退
治

や
天
の
岩
戸
開
き
・
天
孫
降
臨
と
い
っ
た

日
本
古
来
の
神
話
が
彫
ら
れ
て
い
ま
す
。

他
に
も
、
千
尋
の
谷
に
我
が
子
を
突
き
落

と
す
獅
子
の
図
な
ど
も
あ
り
ま
す
。
い
ず

れ
の
彫
刻
も
一
つ
一
つ
が
丁
寧
に
彫
ら
れ

て
お
り
、
か
な
り
の
力
量
を
持
っ
た
作
者

が
彫
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

こ
れ
だ
け
見
事
な
彫
刻
を
持
つ
本
殿
を

造
立
す
る
に
は
、
多
額
の
費
用
と
時
間
が

か
か
っ
た
は
ず
で
す
。
舎
人
は
江
戸
時
代

か
ら
宿
場
と
し
て
栄
え
て
い
た
の
で
、
本

殿
を
造
立
す
る
上
で
、
中
心
的
役
割
を
果

た
し
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

■
本
殿
を
守
る
フ
ェ
ン
ス　

現
在
、
本
殿

は
格
子
状
の
フ
ェ
ン
ス
で
厳
重
に
保
護
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
彫
刻
を
見
る
に
は
、

ど
う
し
て
も
フ
ェ
ン
ス
越
し
と
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
（
フ
ェ
ン
ス
越
し
で
も
十
分
に

彫
刻
を
見
る
こ
と
は
で
き
ま
す
）。
フ
ェ
ン

ス
の
設
置
は
す
で
に
戦
前
に
は
行
わ
れ
て

い
た
と
い
い
、
本
殿
を
大
切
に
守
っ
て
い

こ
う
と
し
た
当
時
の
人
々
の
気
持
ち
が
伝

わ
っ
て
き
ま
す
。

　

荘
厳
な
彫
刻
が
施
さ
れ
た
舎
人
氷
川
神

社
本
殿
は
、
同
社
に
対
す
る
人
々
の
篤
い

崇
敬
と
、
舎
人
地
域
の
繁
栄
ぶ
り
を
伝
え

る
貴
重
な
文
化
財
で
す
。

　
　
　
（
文
化
財
係
学
芸
員
　
佐
藤
貴
浩
）

　

造
立
し
た
も
の

で
す
。
近
代
的

な
行
政
区
画
で

　

あ
る
東
京
府
と
埼
玉
県
が
明
治
四
年
に
成

立
し
、
舎
人
と
遊
馬
は
埼
玉
県
に
、
入
谷

は
東
京
府
に
編
入
さ
れ
、
三
地
域
は
分
離

し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
（
後
に
舎
人
が
東

京
府
に
編
入
さ
れ
ま
す
）、
明
治
四
年
以
前

は
舎
人
領
と
よ
ば
れ
る
一
つ
の
地
域
と
し

て
ま
と
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
舎

人
氷
川
神
社
は
遊
馬
村
の
人
々
に
も
信
仰

さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

　

ち
な
み
に
基
壇
が
建
て
ら
れ
た
前
年
の

明
治
元
年
九
月
十
六
日
に
、
こ
の
地
域
を

洪
水
が
襲
い
、
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し

ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
ち
ょ
う
ど
一
年
後
に

基
壇
が
造
立
さ
れ
て
い
る
の
で
、
水
害
か

ら
本
殿
を
守
ろ
う
と
い
う
人
々
の
意
図
が

読
み
取
れ
ま
す
。

■
本
殿
の
彫
刻　

本
殿
は
総
欅
づ
く
り
で
、

江
戸
末
期
か
ら
明
治
初
期
の
建
築
で
す
が
、

は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ

　

は
い
、
文
化
財
係
で
す

㉓
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に
あ
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