
は
じ
め
に

｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

と
は
、
中
秋
の
名
月
に
あ
た
る
旧
暦
八
月
十
五
日
に
、
子
供
た
ち
が
地
区
の
家
々
で
お
菓
子
を
貰
い
歩
く

と
い
う
行
事
で
あ
る
。
近
年
、
日
進
市
や
名
古
屋
市
東
部
、
ま
た
三
重
県
四
日
市
市
周
辺
な
ど
で
盛
ん
に
な
り
、
地
元
マ
ス
コ
ミ
な

ど
に
も
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
か
つ
て
中
秋
の
名
月
の
夜
、
子
供
た
ち
が
お
供
え
の
イ
モ
や
団
子
な
ど
を
そ
っ
と
盗
ん
で
い
っ
た
、

と
い
う
全
国
的
な
風
習
が
あ
り
、
そ
れ
が
も
と
に
な
っ
て
現
代
風
の

｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

に
変
容
し
て
き
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

本
来
行
わ
れ
て
い
た
、
子
供
た
ち
が
供
え
物
を
そ
っ
と
盗
ん
で
い
く
風
習
は

｢

団
子
盗
み｣

｢

イ
モ
ぬ
す
と｣

な
ど
と
呼
ば
れ
、
柳

田
国
男
も

『

こ
ど
も
風
土
記』

の

｢

公
認
の
悪
戯｣

の
項
で
、
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

大
阪
郊
外
の
村
里
な
ど
に
も
、
八
月
十
五
夜
の
団
子
突
き
が
つ
い
近
ご
ろ
ま
で
あ
っ
た
が
、
あ
れ
は
全
国
的
と
い
っ
て
も
よ
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い
ほ
ど
、
各
地
の
子
供
に
知
ら
れ
て
い
る
悪
戯
で
あ
っ
た
。
細
い
長
い
竹
竿
の
さ
き
に
、
縫
針
や
釘
な
ど
を
附
け
た
も
の
さ
え

関
東
に
は
あ
っ
た
。
そ
れ
を
垣
根
の
隙
か
ら
そ
っ
と
さ
し
入
れ
て
、
縁
端
の
お
月
見
団
子
を
取
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
中
に
は

家
の
人
た
ち
が
い
る
前
で
、
さ
し
て
来
て
や
っ
た
と
自
慢
す
る
子
が
あ
る
。
取
ら
れ
た
家
で
も
笑
い
な
が
ら
代
り
を
補
充
し
た

り
、
ま
た
は
十
五
夜
団
子
は
盗
ま
れ
る
ほ
ど
好
い
と
言
っ
た
り
、
そ
の
盗
ん
で
来
た
の
を
貰
っ
て
食
べ
る
と
、
何
か
の
ま
じ
な

い
に
な
る
と
い
う
人
さ
え
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
面
白
く
て
た
ま
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る

(

１)

。

戦
後
の
調
査
に
も
と
づ
く
文
化
庁
の

『

日
本
民
俗
地
図

(

２)』

で
も
こ
の
風
習
は
各
地
か
ら
報
告
さ
れ
て
お
り
、
特
に
関
東
か
ら
九
州

北
部
に
か
け
て
の
地
域
で
広
く
行
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
し
か
し
早
く
か
ら
報
告
は
あ
る
も
の
の
、
こ
の
八
月
十
五
夜
の

｢

団
子
盗

み｣

や

｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣
に
関
す
る
研
究
は
多
く
な
い
。
吉
成
直
樹
氏
の

｢｢

十
五
夜
の
盗
み｣

覚
書
―
盗
み
と
神
意
―

(

３)｣

や
、

高
桑
守
史
氏
が

『

日
本
民
俗
文
化
大
系』

の
な
か
で

｢

盗
み｣

と
い
う
行
為
に
着
目
し
て
扱
っ
て
い
る

(

４)

ほ
か
は
、
事
例
の
報
告
が
ほ

と
ん
ど
で
あ
る
。
愛
知
県
の

｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

に
つ
い
て
は
、
拙
稿

｢

尾
張
の
子
供
行
事

(

５)｣
(『

名
古
屋
民
俗』

第
六
〇
号)

で

名
古
屋
市
名
東
区
貴
船
の
事
例
を
、『

日
進
市
史

民
俗
編』

で
日
進
市
域
の
事
例
を
そ
れ
ぞ
れ
紹
介
し
て
い
る

(

６)

。

以
上
を
踏
ま
え
て
本
稿
で
は
、
二
〇
一
六
年
度
の
卒
業
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
Ⅰ
で
ゼ
ミ
生
と
共
に
行
っ
た

｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

の
調
査

を
中
心
と
し
て
、
現
在
の

｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

の
現
状
を
報
告
し
、
こ
の
現
代
の
民
俗
行
事
を
研
究
対
象
と
す
る
場
合
の
視
点
や

課
題
等
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

一

｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

の
分
布

先
述
し
た
よ
う
に
、
東
海
地
方
で
は
愛
知
県
と
三
重
県
の
一
部
で
、
い
わ
ゆ
る

｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

が
行
わ
れ
て
い
る
。
愛
知
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図 1 ｢お月見どろぼう｣ の分布 (2016 年現在､ 把握分)

(『愛知県史民俗調査資料集成』 より作成)

図 2 十五夜 (十三夜) の供え物を盗む習慣の分布



県
で
は
日
進
市
の
ほ
ぼ
全
域
、
長
久
手
市
、
東
郷
町
、
名
古
屋
市
東
部
の
一
部
、
三
重
県
で
は
桑
名
市
か
ら
四
日
市
市
に
か
け
て
、

特
に
四
日
市
市
内
で
盛
ん
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
る
地
区
で
は
行
わ
れ
て
い
て
も
、
隣
の
地
区
で
は
行
わ
れ
て
い
な
い
・
ま
っ
た
く

知
ら
な
い
、
と
い
う
場
合
も
多
い
。
図
１
に
示
し
た
分
布
図
は
、
学
生
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
等
で
情
報
を
収
集
し
た
も
の
で
あ
り
、
実

際
は
も
っ
と
多
く
の
地
区
で
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

は
近
年
拡
大
傾
向
に
あ
り
、
今
年
度
調
査
し
た

な
か
で
も

｢
最
近
始
め
た｣

と
い
う
地
区
が
あ
っ
た
。

柳
田
が
記
し
て
い
た
よ
う
に
、
か
つ
て
は
こ
の
地
域
で
も
子
供
た
ち
が
そ
っ
と
十
五
夜
の
供
え
物
を
盗
ん
で
い
く
や
り
方
が
一
般

的
で
あ
っ
た
。
日
進
市
で
は

｢

竹
の
先
を
尖
ら
せ
た
も
の
で
、
お
供
え
の
団
子
を
突
い
て
盗
ん
だ｣

｢

そ
っ
と
行
っ
て
、
縁
側
の
下

か
ら
お
供
え
も
の
を
盗
ん
だ｣

｢
お
供
え
を
し
た
ら
、
縁
側
の
下
か
ら
子
供
の
手
が
に
ゅ
っ
と
伸
び
て
び
っ
く
り
し
た｣

な
ど
と
い

う
話
が
多
く
聞
か
れ
た
。
名
古
屋
市
名
東
区
貴
船
で
も
、
昭
和
三
十
年
代
生
ま
れ
の
人
が
子
供
の
頃
は
、
ま
だ
そ
っ
と
盗
ん
で
い
く

や
り
方
だ
っ
た
と
い
う
。『

愛
知
県
史
民
俗
調
査
資
料
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

(

７)』

に
よ
れ
ば
、
尾
張
東
部
と
奥
三
河
に
十
五
夜

(

一
部
は
十

三
夜)

の
供
え
物
を
子
供
が
盗
む
事
例
が
分
布
し
て
い
た
。
尾
張
東
部
で
現
在

｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

を
行
っ
て
い
る
地
域
は
、
ほ

ぼ
こ
の
分
布
域
内
と
重
な
っ
て
い
る
。

二

｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

の
現
状

二
〇
一
六
年
九
月
十
五
日

(

旧
暦
八
月
十
五
日)

・
十
七
日
に
ゼ
ミ
生
が
調
査
し
た

｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

に
つ
い
て
は
、
現
在

報
告
集
を
作
成
中
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
概
要
と
傾
向
を
大
ま
か
に
報
告
し
て
お
き
た
い
。
ゼ
ミ
で
の
調
査
地
区
は
次
の
六
地
区
で
あ

る

(

８)

。
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①
日
進
市
梨
の
木
小
学
校
区
・
南
小
学
校
区
の
一
部

②
名
古
屋
市
天
白
区
梅
が
丘

③
名
古
屋
市
緑
区
大
清
水

④
名
古
屋
市
名
東
区
上
社

⑤
長
久
手
市
長
久
手
西
小
学
校
区
・
長
久
手
小
学
校
区

⑥
三
重
県
鈴
鹿
市
河
田
町

①
の
梨
の
木
小
学
校
区
と
南
小
学
校
区
の
一
部
は
、
名
鉄
豊
田
新
線
の
日
進
駅

に
近
い
地
区
で
あ
る
。
梨
の
木
小
学
校
は
新
設
校
で
、
周
辺
は
大
型
の
マ
ン
シ
ョ

ン
や
新
し
い
分
譲
住
宅
が
多
い
。
子
供
た
ち
は
下
校
後
す
ぐ
の
午
後
三
時
半
頃
か

ら
地
区
内
を
回
り
は
じ
め
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
中
ま
で
入
っ
て
友
達
の
家
の
前
な
ど

に
あ
る
お
菓
子
を
も
ら
っ
て
き
た
り
と
、
大
変
賑
や
か
に
行
わ
れ
て
い
た
。
南
小

学
校
区
の
東
山
地
区
は
、
梨
の
木
小
学
校
区
に
隣
接
し
、
主
に
昭
和
五
十
年
代
後

半
か
ら
現
在
に
至
る
新
興
住
宅
地
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
午
後
五
時
頃
か
ら
家
々
が

子
供
の
た
め
の
菓
子
を
置
き
は
じ
め
、
暗
く
な
る
頃
ま
で
子
供
た
ち
が
歩
き
回
っ

て
い
た
。
梨
の
木
小
学
校
区
は
自
転
車
や
キ
ッ
ク
ボ
ー
ド
で
ま
わ
る
子
供
も
多
か
っ

た
が
、
東
山
地
区
で
は
ほ
と
ん
ど
が
徒
歩
で
ま
わ
っ
て
い
た
。
あ
る
母
親
に
よ
れ

ば

｢

何
と
な
く
自
転
車
は
使
わ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
自
転
車
で
来
て
い
る

子
は
、
よ
そ
の
地
区
の
子
だ
と
分
か
る
の
で
、
見
か
け
る
と『

ど
こ
か
ら
来
た
の』
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な
ど
と
声
を
か
け
る
よ
う
に
し
て
い
る｣

と
の
こ
と
だ
っ
た
。
よ
そ
の
地
区
の
子

供
を
排
除
す
る
こ
と
ま
で
は
し
な
い
が
、
一
応
地
区
内
の
行
事
で
あ
る
と
い
う
意

識
が
見
て
と
れ
る
。

②
の
名
古
屋
市
天
白
区
梅
が
丘
も
新
興
住
宅
地
で
あ
り
、
現
在
も
開
発
が
進
む

地
区
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
旧
暦
八
月
十
五
日
で
は
な
く
、
近
い
土
曜
日
に
行
っ
て

い
る
と
の
こ
と
で
、
二
〇
一
六
年
は
九
月
十
七
日
で
あ
っ
た
。
こ
こ
は

｢

お
月
見

ど
ろ
ぼ
う｣

の
盛
ん
な
日
進
市
に
隣
接
し
、
子
供
た
ち
が
そ
ち
ら
へ
菓
子
を
も
ら

い
に
行
っ
て
し
ま
う
た
め
、
二
〇
年
ほ
ど
前
に
有
志
が
始
め
た
も
の
で
あ
る
と
い

う
。
有
志
の
役
員
が
回
覧
板
で
告
知
し
た
り
、
参
加
す
る
家
を
募
っ
て

｢

お
月
見

ど
ろ
ぼ
う
マ
ッ
プ｣

を
作
成
し
た
り
、
当
日
は
見
回
り
を
し
た
り
と
、
他
地
区
と

く
ら
べ
る
と
大
人
に
よ
っ
て
か
な
り
管
理
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
と
い
え
る
。
ま

た
、
お
菓
子
を
出
し
て
い
な
い
家
の
子
供
は
参
加
で
き
な
い
、
お
菓
子
を
出
し
て

い
る
場
合
は
必
ず
家
人
が
つ
い
て
い
る
こ
と
な
ど
、
い
く
つ
か
の
ル
ー
ル
も
決
め
ら
れ
て
い
る
。

③
の
名
古
屋
市
緑
区
大
清
水
、
④
の
名
古
屋
市
名
東
区
上
社
は
、
現
代
の

｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

の
典
型
と
い
え
る
事
例
で
あ
ろ

う
。
家
の
玄
関
先
な
ど
に
菓
子
を
置
い
て
お
き
、
子
供
が
勝
手
に
持
っ
て
行
く
ケ
ー
ス
が
多
い
が
、
③
の
大
清
水
で
は
イ
ン
タ
ー
ホ

ン
を
鳴
ら
し
て
家
の
人
に
菓
子
を
も
ら
っ
た
り
、
敷
地
内
ま
で
入
っ
て
行
っ
て
家
の
人
に
お
菓
子
を
も
ら
う
な
ど
、
色
々
な
パ
タ
ー

ン
が
あ
っ
た
。
訪
ね
て
い
っ
て
菓
子
を
も
ら
う
方
法
は
、
名
古
屋
市
緑
区
徳
重
周
辺
で
も

｢

マ
ン
シ
ョ
ン
ま
で
子
供
た
ち
が

『

お
月

見
ど
ろ
ぼ
う
で
す』

と
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
を
鳴
ら
し
て
訪
ね
て
く
る｣

と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
れ
が
問
題
視
さ
れ
て
、
マ
ン
シ
ョ
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ン
の
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
な
ど
で
子
供
の
い
る
家
が
ま
と
め
て
菓
子
を
設
置
す
る
な
ど
の
対
応
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
地
区
も
あ

る
。⑤

の
長
久
手
西
小
学
校
地
区
は
、
も
と
も
と
隣
接
す
る
長
久
手
小
学
校
区
で

｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

を
行
っ
て
お
り
、
そ
ち
ら
に

参
加
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
た
が
、
昨
年
か
ら
試
み
に
始
め
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
子
供
が
歩
き
回
る
こ
と
で｢

う
る
さ
い｣

な
ど
と
い
う
苦
情
が
あ
り
、
今
年
は
公
園
で
有
志
の
家
族
が
菓
子
の
交
換
会
の
よ
う
な
形
で
行
っ
て
い
た
。
他
地
区
で
も
当
然
苦
情

が
な
い
わ
け
で
は
な
い
よ
う
だ
が
、
こ
こ
で
は
苦
情
を
気
に
し
て
思
う
よ
う
な
形
で
行
え
な
い
、
と
い
う
点
に
様
々
な
問
題
点
が
包

含
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

⑥
は
今
回
唯
一
の
三
重
県
の
事
例
で
あ
る
。
鈴
鹿
市
河
田
町
は
、
現
在
把
握
し

て
い
る
中
で
、
三
重
県
の
分
布
域
の
も
っ
と
も
南
に
あ
た
る
。
⑤
ま
で
は
住
宅
地
、

そ
れ
も
い
わ
ゆ
る
新
興
住
宅
地
で
あ
っ
た
が
、
鈴
鹿
市
河
田
町
は
古
く
か
ら
の
農

村
集
落
で
あ
り
、
最
近
の
移
住
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
い
う
。
ま
た

｢

お
月
見

ど
ろ
ぼ
う｣

の
時
間
も
、
⑤
ま
で
は
明
る
い
う
ち
に
始
ま
っ
て
い
た
が
、
河
田
町

は
午
後
六
時
過
ぎ
か
ら
と
、
暗
く
な
っ
て
か
ら
の
行
事
で
あ
る
。
菓
子
を
置
い
て

あ
る
と
こ
ろ
は
他
地
区
と
同
様
だ
が
、
家
の
人
が
つ
い
て
い
る
こ
と
は
な
く
、
子

供
た
ち
は
暗
い
中
を
歩
き
回
っ
て
菓
子
を
も
ら
い
集
め
て
く
る
。
愛
知
県
の
事
例

と
は
や
や
異
な
り
、
古
い
形
態
が
残
存
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

245

写真 3 マンション前での ｢お月見どろぼう｣
(名古屋市名東区貴船､ 2014 年)



三

｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

の
諸
要
素
と
視
点

(

一)
地
域
と

｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
子
供
と
一
緒
に
い
る
母
親
た
ち
な
ど
に
話
を
聞
く
と
、
お
お
む
ね
肯
定
的
な

意
見
が
多
く
返
っ
て
く
る
。｢

近
所
の
人
に
子
供
を
知
っ
て
も
ら
え
る
し
、
自
分
も
近
所
の
人
や
子
供
た
ち
と
知
り
合
え
る｣

(

名
古

屋
市
名
東
区
貴
船)
な
ど
、
特
に
地
区
外
か
ら
の
移
住
者
に
は
こ
う
い
っ
た
意
見
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
。
日
進
市
の
あ
る
若
い
母
親

も

｢

引
っ
越
し
て
き
て
何
も
分
か
ら
な
い
時
に

『

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う』

を
教
え
て
も
ら
い
、
地
域
の
行
事
に
参
加
す
る
き
っ
か
け
が

で
き
た｣

と
い
う
。
用
意
す
る
の
は
駄
菓
子
で
よ
く
、
金
銭
的
な
負
担
が
少
な
い
こ
と
も
、
参
加
の
た
め
の
ハ
ー
ド
ル
を
低
く
し
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
点
は
、
新
興
住
宅
地
の
特
徴
で
も
あ
ろ
う
。
現
代
の

｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

は
、
移
住
者
が
地
域

に
参
加
す
る
き
っ
か
け
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
日
進
市
の
東
山
地
区
で
は
、
幼
児
を
連
れ
た
若
い
母
親
同
士
が

｢

○
○
で
時
々
お
見
か
け
し
ま
す
よ
ね｣

な
ど
と
声
を
か
け

合
い
、
話
を
弾
ま
せ
る
場
面
を
見
か
け
る
こ
と
が
あ
っ
た
。｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

で
は
多
く
の
地
区
で
、
小
学
生
は
子
供
同
士
数

人
の
グ
ル
ー
プ
で
ま
わ
っ
て
い
る
が
、
未
就
学
児
は
保
護
者
同
伴
が
普
通
で
あ
る
。
近
所
に
住
ん
で
い
て
も
知
り
合
う
機
会
が
な
い

現
代
に
お
い
て
、
子
供
と
一
緒
に
参
加
で
き
る
地
区
の
行
事
、
す
な
わ
ち

｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

は
、
母
親
同
士
の
交
流
の
場
と
も

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
貴
船
で
小
学
生
の
子
供
を
持
つ
あ
る
母
親
は

｢

か
な
り
高
齢
の
お
じ
い
さ
ん
が
、
ス
ー
パ
ー
で
お
菓
子
を

た
く
さ
ん
入
れ
た
カ
ゴ
を
持
っ
て
、
レ
ジ
で

『

一
〇
〇
個
な
い
と
い
か
ん』
と
い
っ
て
数
え
て
も
ら
っ
て
い
た
。
お
年
寄
り
も
子
供

が
来
る
の
を
楽
し
み
に
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
良
い
行
事
だ
と
思
う｣

と
話
し
て
く
れ
た
。｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

が
盛
ん
な
地
区
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で
は

｢

も
う
孫
は
大
き
く
な
っ
た
け
れ
ど
、
近
所
の
子
供
た
ち
が
来
て
く
れ
る
の
が
楽
し
み
だ
か
ら｣

と
菓
子
を
用
意
し
て
い
る
年

配
者
も
多
い
。
子
育
て
世
代
に
と
っ
て
、
地
域
に
子
供
が
歓
迎
さ
れ
る
行
事
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
心
理
的
な
支
え
に
も
な
る
の
で

あ
ろ
う
。

そ
の
真
逆
と
も
い
え
る
の
が
、
⑤
の
長
久
手
市
の
事
例
で
あ
る
。
隣
接
地
区
を
参
考
に
有
志
で
始
め
た
も
の
の
、
苦
情
が
出
た
こ

と
か
ら
今
年
は
公
園
で
の
菓
子
の
交
換
会
と
い
う
変
則
的
な
形
で
実
施
せ
ざ
る
を
得
ず
、
今
後
は
ど
う
な
る
か
分
か
ら
な
い
状
態
だ

と
い
う
。
行
事
が
地
域
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
理
由
は
、
子
育
て
世
代
が
少
な
い
、
地
域
に

｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

経
験
者
が
少
な

い
な
ど
、
様
々
な
要
素
が
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
同
様
に
有
志
が
始
め
た
②
の
名
古
屋
市
天
白
区
梅
が
丘
は
、
様
々
な
ル
ー
ル
作
り
を

し
て
二
〇
年
以
上
継
続
さ
れ
て
い
る
。
他
地
区
で
も
小
学
校
や
子
供
会
な
ど
に
苦
情
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
話
は
あ
る
が
、
子

供
た
ち
に
注
意
を
促
し
た
り
、
訪
問
方
法
を
工
夫
す
る
な
ど
し
て
、
行
事
の
存
続
に
影
響
を
与
え
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
長

久
手
西
小
学
校
区
の
ほ
か
に
近
年

｢
お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

を
始
め
た

(

復
活
さ
せ
た)

地
区
に
は
、
名
古
屋
市
名
東
区
高
針
地
区
な

ど
が
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
継
続
さ
れ
て
い
く
か
注
目
し
た
い
。

地
域
が
子
供
に
寛
容
で
あ
る
こ
と
は
、
子
育
て
世
代
の
暮
ら
し
や
す
さ
や
、
居
住
地
に
対
す
る
満
足
度
に
繋
が
る
。
そ
れ
が
地
域

へ
の
愛
着
と
な
り
、｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

の
よ
う
な
民
俗
行
事
の
継
承
に
も
関
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
地
域
と
民

俗
行
事
の
関
わ
り
合
い
と
い
う
視
点
で
の
研
究
は
近
年
注
目
さ
れ
て
お
り

(

９)

、｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

に
つ
い
て
も
同
様
の
視
点
が
必

要
で
あ
ろ
う
。

(

二)
｢

団
子
盗
み｣

か
ら

｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

へ

か
つ
て

｢

団
子
盗
み｣

｢

芋
ぬ
す
と｣

な
ど
と
い
っ
て
、
暗
く
な
っ
て
満
月
が
昇
っ
て
か
ら
子
供
た
ち
が
こ
っ
そ
り
供
え
物
を
盗
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ん
で
い
た
時
代
か
ら
、
現
在
の
菓
子
を
も
ら
い
歩
く

｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

に
変
化
し
た
の
は
い
つ
頃
な
の
だ
ろ
う
か
。
日
進
市
で

は
｢

団
子
盗
み｣

が
い
っ
た
ん
消
滅
し
た
後
、
昭
和
五
十
年
代
に
な
っ
て
現
在
の
形
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
言
わ
れ
て
い

る
。
あ
る
市
会
議
員
が
関
わ
っ
て
実
現
し
た
、
と
の
話
も
あ
っ
た
。｢

団
子
盗
み｣

方
式
が
い
つ
頃
消
滅
し
た
か
は
は
っ
き
り
分
か

ら
な
い
が
、
日
進
市
東
山
地
区
の
あ
る
話
者
は

｢

自
分
の
子
供

(

四
十
代
前
半)

の
小
学
生
時
代
に
は
な
か
っ
た｣

と
い
い
、
確
か

に
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
時
代
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
複
数
の
話
者
の
話
を
総
合
す
る
と
、
昭
和
三
十
年
代
に
は
こ
っ
そ
り
持
っ

て
行
く

｢

団
子
盗
み｣

の
方
式
で
行
わ
れ
て
い
た
が
、
昭
和
四
十
年
代
か
ら
五
十
年
代
に
か
け
て
中
断
し
、
昭
和
五
十
年
代
以
降
に

現
在
の｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

の
形
で
復
活
し
た
、
と
い
う
地
区
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
高
度
経
済
成
長
期
を
経
て
、
様
々

な
民
俗
行
事
が
社
会
情
勢
な
ど
の
変
化
に
よ
り
中
断
、
ま
た
は
消
滅
し
て
い
く
な
か
で
、
十
五
夜
の

｢

団
子
盗
み｣

も
行
わ
れ
な
く

な
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
現
在
の
｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

で
も
っ
と
も
心
配
さ
れ
て
い
る
交
通
事
故
も
、
高
度
経
済
成
長
期
以
降

の
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
端
を
発
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
子
供
の
習
い
事
の
流
行
な
ど
も
、
夜
間
の
お
月
見
ど
ろ
ぼ
う
を
行
う

に
は
障
害
と
な
っ
て
い
っ
た
。
供
え
物
も
、
市
販
の
菓
子
が
出
回
る
よ
う
に
な
る
と
、
団
子
や
里
芋
、
小
麦
饅
頭

(

小
麦
粉
を
練
っ

た
皮
で
小
豆
餡
を
包
ん
で
蒸
し
た
自
家
製
の
饅
頭)
な
ど
を
子
供
た
ち
が
好
ん
で
盗
ま
な
く
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
必
然
で
あ
ろ
う
。

で
は
な
ぜ

｢

団
子
盗
み｣

は

｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣
と
し
て
復
活
を
遂
げ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
示
唆
す
る
の
が
、
日
進
市
本

郷
の
左
義
長

(

ド
ン
ド)

の
復
活
理
由
で
あ
る
。
こ
の
行
事
も
か
つ
て
は
子
供
だ
け
の
手
で
行
わ
れ
て
い
た
。
各
家
か
ら
松
飾
り
や

注
連
縄
を
集
め
て
き
て
山
を
つ
く
り
、
早
朝
に
火
を
付
け
て
燃
や
す
行
事
で
あ
る
。
せ
っ
か
く
集
め
た
焚
き
物
の
山
に
、
よ
そ
の
地

区
の
子
供
が
い
た
ず
ら
を
し
に
来
る
こ
と
が
あ
り

(

夜
中
に
火
を
つ
け
ら
れ
る
な
ど)

、
子
供
だ
け
で
夜
通
し
見
張
り
番
を
し
た
と

い
う
。
一
時
中
断
し
て
い
た
が
、
平
成
十
四
年
に
な
っ
て
地
域
の
人
々
の
手
で
再
開
さ
れ
た
。｢

昔
経
験
し
た
子
供
た
ち
が
親
に
な

り
、
自
分
の
子
供
に
も
あ
の
楽
し
か
っ
た
経
験
を
さ
せ
て
や
り
た
い
、
と
い
う
こ
と
で
復
活
さ
せ
た｣

と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
経
験
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者
が
地
域
に
い
れ
ば
、
再
開
は
比
較
的
容
易
で
あ
ろ
う
。｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
日
進
市
香
久
山
や
梅
森

台
な
ど
は
新
興
住
宅
地
で
あ
る
が
、
住
民
に
は
同
市
内
出
身
者
も
多
く
、
子
供
の
頃
に

｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

を
経
験
し
て
い
る
。

楽
し
か
っ
た
十
五
夜
の
行
事
を
子
供
や
孫
に
も
経
験
さ
せ
て
や
り
た
い
が
、
昔
の
や
り
方
の
ま
ま
で
は
難
し
い
た
め
、
現
代
の
事
情

に
合
わ
せ
た
方
法
で
復
活
し
た
、
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
今
の
子
供
が
喜
ぶ
菓
子
を
置
き
、
時
間
も
暗
く
な
っ
て
か
ら
で
は

危
な
い
の
で
昼
間
に
、
と
変
化
し
て
き
た
結
果
が
、
現
在
の

｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

の
姿
で
あ
ろ
う
。
鈴
鹿
市
河
田
町
で
今
も
暗
く

な
っ
て
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、
旧
集
落
で
交
通
量
が
比
較
的
少
な
い
こ
と
か
ら
、
昼
間
に
す
る
必
要
性
が
薄
い
た
め
か
と
思
わ

れ
る
。

(

三)
｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

は

｢
ハ
ロ
ウ
ィ
ン｣

か

｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

で
は
、
菓
子
を
入
れ
た
箱
に
様
々
な
イ
ラ
ス
ト
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
満
月
や
ウ
サ
ギ
、
ス
ス

キ
な
ど
、
十
五
夜
に
ち
な
ん
だ
イ
ラ
ス
ト
が
多
い
が
、
時
折
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
の
カ
ボ
チ
ャ
の
ラ
ン
タ
ン(

ジ
ャ
ッ
ク
・
オ
・
ラ
ン
タ
ン)

や
コ
ウ
モ
リ
な
ど
を
描
い
た
も
の
も
見
か
け
る
。｢
お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

は
メ
デ
ィ
ア
な
ど
で
よ
く

｢

和
製
ハ
ロ
ウ
ィ
ン｣

な
ど
と

解
説
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
時
期
が
近
い
た
め
に
同
じ
よ
う
な
も
の
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

し
か
し
、
果
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。
実
際
に
聞
き
取
り
調
査
を
し
て
み
る
と
、｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

と

｢

ハ
ロ
ウ
ィ
ン｣

は
、

似
て
い
る
が
別
の
行
事
、
と
認
識
し
て
い
る
話
者
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
日
進
市
東
山
地
区
の
あ
る
母
親
は

｢

よ
そ
で
は
ハ
ロ
ウ
ィ

ン
を
や
っ
て
い
る
地
区
も
あ
る
と
聞
く
が
、
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
は
仮
装
の
衣
装
を
用
意
す
る
必
要
が
あ
っ
た
り
し
て
大
変｣

で
あ
り
、

｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う
の
方
が
準
備
の
手
間
も
な
く
て
楽
で
よ
い｣

と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
菓
子
と
共
に
ス
ス
キ
や
ハ
ギ
と
い
っ
た
、

本
来
十
五
夜
に
供
え
る
物
を
飾
っ
て
い
る
家
も
散
見
さ
れ
る
。｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

は
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
と
は
別
の
、
あ
く
ま
で
十
五
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夜
の
行
事
と
し
て
認
知
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、『

日
進
市
史

民
俗

編』

編
さ
ん
中
の
二
〇
一
三
年

に
、
日
進
市
生
涯
学
習
課
市
史

編
さ
ん
係
で
市
職
員
に

｢

お
月

見
ど
ろ
ぼ
う｣

に
つ
い
て
の
ア

ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
た
こ
と
が

あ
り

(

�)

、
特
に
三
十
〜
四
十
代
の

層
は

｢

本
来
は
お
月
見
の
お
供

え
を
こ
っ
そ
り
盗
ん
で
く
る
も

の｣

で
あ
り

｢

明
る
い
う
ち
か

ら
行
う
こ
と
で
、
お
菓
子
目
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
残
念｣

と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
る
人
が
多
い
傾
向
が
あ
っ
た
。
調

査
当
時
の
三
十
〜
四
十
代
は
、
ち
ょ
う
ど
日
進
市
域
で

｢
お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

が
復
活
し
た
頃
に
小
学
生
時
代
を
過
ご
し
た
層
で
あ

る
。
お
そ
ら
く
親
や
祖
父
母
か
ら
、
昔
の
様
子
を
聞
か
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
一
部
に
は
ま
だ
か
つ
て
の
や
り
方
で
行
っ
て
い
た

地
区
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
五
十
代
以
上
と
二
十
代
で
は

｢
盗
む
、
と
い
う
行
為
が
ト
ラ
ブ
ル
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
の
で
、

現
代
の
生
活
に
沿
っ
た
ス
タ
イ
ル
に
変
え
る
の
は
仕
方
が
な
い｣

と
、
現
在
の
や
り
方
に
つ
い
て
肯
定
的
な
意
見
が
目
に
付
い
た
。

こ
の
よ
う
に

｢

本
来
は
こ
っ
そ
り
盗
ん
だ
も
の
で
あ
る｣

と
い
う
伝
承
は
生
き
て
お
り
、
今
の
と
こ
ろ
日
進
市
周
辺
の

｢

お
月
見
ど
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ろ
ぼ
う｣

は
、
十
五
夜
の
行
事
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。

で
は
、
よ
く
似
た
行
事
と
し
て
説
明
さ
れ
る｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

と｢

ハ
ロ
ウ
ィ
ン｣

の
違
い
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

近
年
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
は
渋
谷
駅
前
な
ど
の
喧
噪
が
報
道
さ
れ
、
話
題
に
な
っ
て
い
る
。
仮
装
し
た
若
者
が
多
数
集
ま
っ
て
騒
ぐ
、
い
わ

ば
仮
装
祭
り
の
様
相
を
示
し
て
い
る
の
は
渋
谷
だ
け
で
は
な
く
、
名
古
屋
で
は
栄
や
大
須
な
ど
の
繁
華
街
で
も
み
ら
れ
、
筆
者
が
実

見
し
た
二
〇
一
五
年
の
静
岡
市
も
か
な
り
の
人
出
で
あ
っ
た
。
一
方
、
首
都
圏
の
住
宅
地
や
、
愛
知
県
で
は
春
日
井
市
の
一
部
、
み

よ
し
市
の
一
部
な
ど
、
子
供
が
仮
装
を
し
て
近
所
の
家
を
廻
り
、
菓
子
を
も
ら
い
歩
く
形
の
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
も
広
ま
り
つ
つ
あ
る
。
つ

ま
り
現
在
日
本
で
行
わ
れ
て
い
る
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
は
、
若
者
の
仮
装
祭
り
型
と
、
子
供
が
菓
子
を
も
ら
い
歩
く
型
と
い
う
二
種
類
に
大

別
で
き
る
だ
ろ
う
。｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

と
似
て
い
る
と
さ
れ
る
の
は
、
後
者
の
子
供
が
菓
子
を
も
ら
い
歩
く
型
で
あ
る
。

ハ
ロ
ウ
ィ
ン
の
場
合
、
子
供
た
ち
は
仮
装
を
し
て
家
々
を
訪
ね
、｢

ト
リ
ッ
ク

オ
ア

ト
リ
ー
ト｣

の
合
言
葉
を
言
っ
て
菓
子

を
も
ら
う
。｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣
で
も
家
々
を
訪
ね
歩
い
て
直
接
家
人
か
ら
菓
子
を
も
ら
う
場
合
も
あ
り
、
や
り
方
と
し
て
は
同

じ
で
あ
る
。
あ
る
地
区
で
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
と
し
て
行
わ
れ
る
か
、｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

と
し
て
行
わ
れ
る
か
の
違
い
は
、
前
項
で
触

れ
た
十
五
夜
の

｢

団
子
盗
み｣

の
伝
承
の
有
無
が
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。｢

団
子
盗
み｣

の
習
慣
が
あ
っ
た
地
域

と
、｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

が
現
在
行
わ
れ
て
い
る
地
域
は
お
お
む
ね
重
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
か
つ
て

｢

団
子
盗
み｣

を
行
っ

て
い
た
地
域
は
そ
れ
が
変
化
し
て

｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣
と
な
り
、
元
々
そ
う
い
っ
た
習
慣
が
な
か
っ
た
、
ま
た
は
早
い
段
階
で
消

滅
し
て
し
ま
っ
た
地
域
で
は
、
外
国
の
行
事
で
あ
る
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
が
受
け
入
れ
ら
れ
つ
つ
あ
る
の
だ
ろ
う
。
今
後
、
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
が

｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

の
よ
う
に
継
承
さ
れ
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
よ
う
な
恒
例
行
事
と
な
り
、
ゆ
く
ゆ
く
は
民
俗
行
事
と
な
っ
て
い
く

の
か
が
注
目
さ
れ
る
。
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ま
と
め
に
か
え
て

本
稿
で
は
名
古
屋
周
辺
で
行
わ
れ
て
い
る

｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

に
つ
い
て
、
現
状
を
報
告
す
る
と
と
も
に
、
今
後
の
調
査
・
研

究
に
向
け
て
の
視
点
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
た
。
子
供
と
保
護
者
と
い
う
若
い
世
代
が
中
心
と
な
る
行
事
で
あ
り
、
ま
た
都
市
圏
で

は
転
入
者
も
参
加
し
や
す
い
行
事
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
地
域
社
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
特
に
留
意
し
て
い
き
た
い
。
子
供

た
ち
の
マ
ナ
ー
に
つ
い
て
は
ど
の
地
区
で
も
気
を
遣
っ
て
お
り
、
大
声
で
騒
が
な
い
こ
と
や
、
き
ち
ん
と
挨
拶
を
し
て
お
菓
子
を
も

ら
う
こ
と
な
ど
、
躾
の
場
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
。
苦
情
へ
の
対
応
な
ど
も
、
地
域
ご
と
に
工
夫
が
み
ら
れ
る
。
小
学
校
と
の
関

わ
り
や
、
地
域
の
商
店
・
公
的
施
設
な
ど
の
参
加
な
ど
も
、
民
俗
行
事
の
継
承
に
あ
た
っ
て
は
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
地
域
が

｢

お

月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

を
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
、
継
続
さ
せ
て
い
る
か
と
い
う
点
は
、
地
域
社
会
と
民
俗
行
事
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、

様
々
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

｢

団
子
盗
み｣

｢

芋
ぬ
す
と｣

か
ら
変
化
し
た

｢
お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

は
拡
大
傾
向
に
あ
る
と
冒
頭
で
も
述
べ
た
が
、
今
後
ど
こ
ま

で
拡
大
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
外
来
の
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
と
競
合
し
な
が
ら
、
な
お
十
五
夜
の
行
事
と
し
て
存
続
し
て
い
く
の
だ
ろ
う

か
。
元
々
十
三
夜

(

旧
暦
九
月
十
三
日)

の
月
見
行
事
と
し
て

｢

団
子
盗
み｣

が
行
わ
れ
て
い
た
設
楽
町
萩
平
で
は
、
今
年
約
六
十

年
ぶ
り
に

｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

を
復
活
さ
せ
て
い
る

(

�)

。
や
は
り

｢

昔
の
風
習
を
知
っ
て
も
ら
お
う｣

と
い
う
こ
と
で
、
子
供
た
ち

に
昔
の
楽
し
か
っ
た
行
事
を
体
験
さ
せ
て
や
り
た
い
、
と
い
う
経
験
者
の
思
い
に
よ
っ
て
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
行
わ
れ

て
い
た
地
区
や
、
そ
の
隣
接
地
区
で
は
、
今
後
も

｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣
が
復
活
し
た
り
、
新
た
に
始
ま
っ
た
り
す
る
可
能
性
は
あ

る
だ
ろ
う
。
講
義
で
紹
介
し
た
際
の
学
生
か
ら
の
感
想
と
し
て
、
経
験
者
は

｢
と
て
も
楽
し
か
っ
た｣

と
口
を
揃
え
、
知
ら
な
か
っ
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た
と
い
う
学
生
は

｢

楽
し
そ
う｣

と
羨
ま
し
が
る
。
ま
た

｢

小
さ
い
頃
か
ら
地
域
に
参
加
し
て
き
た
人
は
、
地
元
に
愛
着
を
持
っ
て

い
る
印
象
が
あ
る
。
地
域
の
楽
し
い
行
事
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
で
、
若
者
の
流
出
を
防
ぐ
こ
と
に
繋
が
る
の
で
は
な
い
か｣

と
い
う

よ
う
な
意
見
も
あ
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
観
点
か
ら
も｢

お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

は
、
民
俗
行
事
が
見
直
さ
れ
て
、
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

で
生
か
さ
れ
て
い
る
事
例
と
し
て
注
目
さ
れ
よ
う
。

本
年
度

｢
お
月
見
ど
ろ
ぼ
う｣

調
査
を
複
数
箇
所
で
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
地
域
ご
と
に
様
々
な
や
り
方
や
工
夫
が
見
ら
れ
た
。
特

に
最
近
始
め
た
と
い
う
地
区
が
今
後
ど
の
よ
う
に
継
続
し
て
い
く
か
は
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
三
重
県
四
日
市
市
周
辺
で
も
盛
ん
に
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
、
今
後
は
愛
知
県
の
事
例
と
の
比
較
な
ど
も
行
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

本
年
度
の

｢

卒
業
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
Ⅰ｣

で
行
っ
た
調
査
に
つ
い
て
は
現
在
報
告
集
を
作
成
し
て
お
り
、
近
々
完
成
予
定
で
あ
る
。
各

地
区
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
報
告
集
を
参
照
さ
れ
た
い
。

註(

１)

柳
田
国
男

｢

こ
ど
も
風
土
記｣

、『

定
本

柳
田
国
男
集

第
二
十
一
巻』

、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
〇
年
、
三
四
〜
三
五
頁

(

２)
『

日
本
民
俗
地
図』

一
・
二
、
文
化
庁
、
一
九
六
九
・
一
九
七
一
年

(

３)

吉
成
直
樹

｢｢

十
五
夜
の
盗
み｣

覚
書
―
盗
み
と
神
意
―｣

『
日
本
民
俗
学』

一
七
五
号
、
一
九
八
八
年

(

４)
『

日
本
民
俗
文
化
大
系
８

村
と
村
人』

一
九
九
五
年
、
二
九
七
〜
三
一
五
頁

(

５)

小
早
川
道
子

｢

尾
張
の
子
供
行
事｣

『

名
古
屋
民
俗』

六
〇
、
名
古
屋
民
俗
研
究
会
、
二
〇
一
五
年

(

６)
『

日
進
市
史

民
俗
編』

日
進
市
、
二
〇
一
五
年
、
四
一
三
〜
四
一
五
頁

(

７)
『

愛
知
県
史
民
俗
調
査
デ
ー
タ
ベ
ー
ス』

、『

愛
知
県
史

別
編

民
俗
１

総
説』

付
録
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ
所
収
、
愛
知
県
、
二
〇
一
一
年

(

８)

各
地
区
の
調
査
は
以
下
の
ゼ
ミ
生
に
よ
る
分
担
で
行
っ
た
。
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①
田
中
か
れ
ら
・
村
木
貴
紀

②
小
林
麻
里
・
森
下
歩
夢
・
山
崎
将
弘

③
木
村
有
紀
・
原
田

峻

④
今
井
香
奈
・
苅
谷
涼
太

⑤
伊
藤
友
菜
・
澤
田
周
平

⑥
伊
藤
彩
佳
・
鈴
木
悠
里

(
９)

直
近
で
は
日
本
民
俗
学
会
第
六
八
回
年
会

(

二
〇
一
六
年)

の
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

｢

民
俗
学
と

〈

地
域
活
性
化〉｣

に
お
い
て
、
地
域
活

性
化
の
た
め
に
民
俗
学
は
何
が
出
来
る
か
、
地
域
活
性
化
と
い
う
課
題
に
対
し
て
ど
う
向
き
合
う
べ
き
か
、
な
ど
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
。

(

�)

日
進
市
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課
が
日
進
市
職
員
に
対
し
て
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
。

(

�)
『

中
日
新
聞』
二
〇
一
六
年
一
〇
月
一
七
日
朝
刊
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