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Name:

Ryo ISHIKAWA

Title:

Omi’s “futokoro”: Part four

Summary:

Using a survey of an area in Shiga called Shukubamachi I will examine topics such as 

“techniques” and their “spirit” in order to answer the questions, “Why have these particular 

techniques been preserved and passed down?” and “What special value were they perceived to 

encompass?” I will also look at why these examples are so limited.

「
近
江
の
懐
」
と
は
「
命
の
水
の
周
辺
に
あ
る
暮
ら
し
の

中
か
ら
活
き
づ
く
生な

り
わ
い業

」
そ
し
て
そ
の
「
ク
オ
リ
テ
ィ
の
高

い
手
技
や
精
神
」
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
主
に
近
江
（
滋

賀
県
）
の
主
要
な
街
道
沿
い
に
あ
る
宿
場
町
や
門
前
町
な
ど

を
訪
れ
、
そ
の
場
で
起
こ
る
独
特
の
魅
力
を
見
つ
け
出
す
こ

と
を
心
が
け
て
い
る
。

四
回
目
と
な
る
「
近
江
の
懐
を
め
ぐ
る
」
は
二
〇
一
九
年

の
暮
れ
、
冬
の
中
山
道
沿
い
の
近
江
商
人
発
祥
の
地
の
一
つ

と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
東
近
江
市
五
個
荘
、
中
で
も
最
大
の
集

落
で
あ
る
宮
荘
の
取
材
か
ら
始
ま
る
。
年
が
明
け
二
〇
二
〇

年
二
月
上
旬
に
も
う
一
度
こ
の
地
を
訪
れ
た
時
は
既
に
マ
ス

ク
を
装
着
し
て
い
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
私
は
取
材
を
す

る
中
で
現
地
人
と
会
い
、対
話
す
る
こ
と
を
心
が
け
て
い
る
。

そ
れ
は
自
身
が
感
じ
た
そ
の
地
の
魅
力
や
気
づ
き
に
対
し
、

現
地
人
の
見
え
方
、
感
じ
方
を
聞
き
出
す
こ
と
に
あ
る
。
例

え
ば
現
地
で
長
年
受
け
継
が
れ
て
き
た
「
モ
ノ
」
や
「
行
事
」

に
出
会
っ
た
時
、
そ
の
意
味
や
理
由
を
知
と
し
て
捉
え
る
以

上
に
、
何
か
独
特
の
不
思
議
さ
、
奇
妙
さ
、
滑
稽
さ
と
で
も

言
お
う
か
、
そ
ん
な
感
覚
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
そ
れ
ら
は
あ

た
か
も
唯
一
無
二
の
彫
刻
の
よ
う
に
見
え
、
そ
れ
は
地
域
で

長
年
育
ま
れ
て
き
た
感
覚
と
捉
え
て
い
る
。

し
か
し
、
二
月
上
旬
の
取
材
を
境
に
二
〇
二
〇
年
は
現
地

人
と
会
う
こ
と
が
困
難
に
な
っ
た
。
こ
の
文
書
を
ま
と
め
て

い
る
二
〇
二
一
年
一
月
時
点
で
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
拡

大
の
三
波
が
迫
り
、
二
〇
二
〇
年
の
四
月
に
緊
急
事
態
宣
言

が
出
さ
れ
て
以
降
、
首
都
圏
や
都
市
圏
に
お
い
て
二
度
目
の

宣
言
が
発
出
さ
れ
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
全
世
界
を
覆
い
、
そ
の

脅
威
か
ら
行
動
自
粛
を
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
当
然
、

「
近
江
の
懐
め
ぐ
り
」は
困
難
に
な
る
。そ
れ
だ
け
で
は
無
い
。

私
が
勤
務
す
る
大
学
の
授
業
に
お
い
て
も
四
月
五
月
は
休

講
、
六
月
か
ら
感
染
リ
ス
ク
を
避
け
た
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
を

行
う
な
ど
、
こ
れ
ま
で
に
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
事
態
と

な
っ
た
。
七
月
に
入
っ
て
か
ら
マ
ス
ク
装
着
、
手
指
消
毒
を

徹
底
し
、
密
閉
、
密
集
、
密
接
と
い
わ
ゆ
る
「
三
密
」
を
避

け
る
生
活
が
始
ま
る
。
手
探
り
で
は
あ
る
が
、
漸
く
近
場
か

ら
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
か
ら
始
め
る
こ
と
に
な
り
、
地
域

実
践
領
域
一
年
生
の
演
習
授
業
で
は
大
学
の
近
隣
で
あ
る

「
仰
木
」
に
入
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
間
、
パ
ン
デ
ミ
ッ

ク
の
経
験
の
な
い
我
々
は
自
宅
に
篭
る
生
活
が
続
く
。
こ
れ

ほ
ど
ま
で
も
の
長
期
間
、
自
宅
に
居
続
け
る
こ
と
が
困
難
で

あ
る
こ
と
も
身
に
し
み
て
経
験
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
仰

木
の
里
（
一
九
九
〇
年
代
か
ら
宅
地
開
発
が
始
ま
っ
た
仰
木

の
東
側
に
広
が
る
新
興
住
宅
地
）」
に
居
住
す
る
私
は
四
月

二
日
か
ら
六
月
十
日
ま
で
の
ほ
ぼ
毎
日
、
仰
木
へ
の
散
歩
を

始
め
、
カ
メ
ラ
を
持
参
し
て
思
う
が
ま
ま
に
、
目
の
前
に
映

る
風
景
や
事
物
を
撮
影
し
た
。
そ
れ
は
今
後
の
行
く
末
が
予

測
し
き
れ
な
い
歯
痒
さ
と
、
自
身
の
日
々
の
心
境
の
変
化
を
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記
録
す
る
こ
と
に
あ
る
。
十
週
間
に
わ
た
る
記
録
か
ら
毎
日

の
散
歩
で
通
い
続
け
た
仰
木
の
拠
り
所
「
小
椋
神
社
」
そ
の

参
道
に
位
置
す
る
「
山
地
神
社
」
は
、
私
の
モ
ヤ
モ
ヤ
す
る

気
持
ち
を
落
ち
着
か
せ
、
自
分
自
身
と
向
き
合
う
時
間
と

な
っ
た
。
そ
の
拠
り
所
を
「
仰
木
の
杜
」
と
題
し
、
近
江
の

懐
め
ぐ
り
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
身
の
精
神
の
「
回
復
」

か
ら
始
め
る
こ
と
に
し
た
。

七
月
に
入
っ
て
様
々
な
地
域
か
ら
集
ま
っ
た
学
生
と
一
緒

に
歩
き
出
し
た
仰
木
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
お
い
て
は
、

対
面
で
き
る
こ
と
の
喜
び
と
、
仰
木
の
晴
れ
渡
る
空
と
風
景

が
精
神
の
「
回
復
」
へ
と
導
い
て
く
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
て
い
て
い
る
。

コ
ロ
ナ
禍
以
前
の
暮
ら
し
最
後
の
取
材
と
な
っ
た
「
五
個

荘
の
宮
荘
」
と
、
コ
ロ
ナ
禍
に
な
っ
て
「
自
身
で
見
つ
め
る

仰
木
」
と
「
学
生
と
共
に
見
つ
め
る
仰
木
」
の
三
つ
の
懐
を

紹
介
し
た
い
。

一
、
宮み
や

荘し
ょ
う

の
普
段
着

二
〇
一
九
年
の
冬
、
こ
こ
数
年
、
年
の
瀬
に
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
を
す
る
こ
と
が
恒
例
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
師
走

の
繁
忙
期
か
ら
、
一
瞬
解
放
さ
れ
、
多
く
は
郷
里
の
実
家
に

戻
る
時
間
で
あ
る
。
一
年
の
溜
ま
っ
た
汚
れ
を
落
と
し
、
新

し
い
年
を
迎
え
る
準
備
は
、
自
身
を
見
つ
め
直
し
、
冷
静
さ

を
取
り
戻
す
時
間
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
時

間
に
、
私
は
家
の
大
掃
除
を
一
旦
中
止
し
て
「
近
江
の
懐
」

に
潜
り
込
む
の
が
好
き
だ
。
日
常
か
ら
ハ
レ
の
日
へ
、
少
し

ず
つ
変
化
し
て
い
く
近
江
を
見
る
の
は
、
普
段
、
気
に
も
留

め
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
ら
わ
に
な
っ
て
く
る
。
今
回
は
「
懐

の
横
綱
」
と
も
い
う
べ
き
、
街
道
（
中
山
道
）
か
ら
少
し
は

ず
れ
た
街
、
五
個
荘
を
訪
れ
た
。

五
個
荘
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
近
江
商
人
発
祥
の
地
の

一
つ
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
今
日
も
商
人
屋
敷
を
残
す
街
並

み
は
、
そ
の
景
観
が
保
た
れ
、
中
で
も
金
堂
地
区
は
、
重
要

伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
指
定
（
平
成
十
年
十
二
月

二
十
五
日
）
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
に
数
回
訪
れ
、
そ
こ

で
感
じ
る
五
個
荘
の
街
並
み
の
印
象
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
集
落

の
中
心
に
杜
（
神
社
）
が
あ
り
、
そ
れ
を
囲
む
よ
う
に
し
て

街
が
形
成
さ
れ
て
い
る
様
に
み
え
て
い
る
。
以
前
湧
水
探
索

（
鳰
戸
霊
泉
／
齢
仙
寺
）で
訪
問
し
た
中
地
区
は
、小
幡
神
社
。

学
生
と
街
並
み
紹
介
の
映
像
制
作
で
訪
れ
た
金
堂
地
区
は
大

城
神
社
が
あ
り
、
今
回
訪
れ
た
宮
荘
地
区
も
中
心
に
五
箇
神

社
が
鎮
座
し
て
い
る
（
写
真
1
）。
古
代
条
里
制
が
残
っ
て

お
り
、
碁
盤
の
目
に
沿
う
形
の
街
並
み
は
、
ど
こ
の
集
落
も

景
色
が
似
て
い
る
印
象
だ
。次
に
五
個
荘
の
名
前
で
あ
る
が
、

鳥
羽
院
政
期
（
一
一
二
九
〜
一
一
五
六
）、
繖
山
東
麓
に
あ
っ

た
荘
園
「
山や

ま

前ま
え

荘
」
が
「
山
前
五
個
荘
」
と
称
さ
れ
た
こ
と

に
由
来
す
る
。
そ
の
主
要
な
五
つ
の
荘
園
の
一
つ
、
北
荘
が

現
在
の
宮
荘
付
近
で
あ
る
。

こ
の
日
は
能
登
川
か
ら
県
道
五
十
二
号
を
南
東
方
向
へ
進

み
、
途
中
で
直
角
に
右
折
し
て
、
五
個
荘
の
集
落
に
入
っ
た
。

五
箇
神
社
の
西
側
を
通
り
過
ぎ
る
頃
、
角
地
の
仏
閣
で
大
人

が
数
人
、暮
れ
の
大
掃
除
を
し
て
い
る
の
が
見
え
た
。チ
ラ
ッ

と
覗
く
と
石
仏
が
目
に
入
り
、
思
わ
ず
足
を
止
め
て
し
ま
っ

た
。
す
る
と
「
良
か
っ
た
ら
中
へ
」
と
声
を
か
け
て
い
た
だ

い
た
。
早
速
、「
懐
へ
」
と
思
い
、
お
邪
魔
す
る
と
、
堂
内

に
は
上
宮
太
子
（
聖
徳
太
子
）
の
作
と
言
わ
れ
る
木
彫
座
像

の
大
日
如
来
と
石
仏
立
像
阿
弥
陀
三
尊
と
地
蔵
菩
薩
が
安
置

さ
れ
、
地
域
信
仰
の
拠
り
所
と
な
っ
て
い
る
（
写
真
2
）。

煤
払
い
が
終
わ
り
、
正
月
飾
り
が
施
さ
れ
る
際
の
ひ
と
時
に

長
年
こ
の
地
域
の
お
世
話
を
さ
れ
て
き
た
五
箇
神
社
氏
子
総

代
長
の
高た

か

田だ

勇い
さ
む

さ
ん
に
お
話
を
伺
う
と
、
こ
こ
は
寶ほ

う
こ
う
あ
ん

光
庵
、

通
称
大
日
堂
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
の
こ
と
（
写
真
3
）。
神

仏
分
離
の
頃
、
五
箇
神
社
の
本
地
仏
と
言
わ
れ
る
像
を
隣
接

地
に
移
動
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
、
明
治
二
十
二
年

（
一
八
八
九
）
現
在
地
に
移
築
さ
れ
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
そ

う
だ
。
地
元
の
人
々
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
の
信
仰
、
拠
り
所

と
し
て
何
ら
変
わ
ら
ず
、
大
事
に
思
う
気
持
ち
が
今
日
も
、

受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
仏
前
で
合
掌

し
て
帰
途
の
用
意
を
し
て
い
る
と
、
高
田
さ
ん
の
差
し
出
し

た
一
枚
の
写
真
が
目
に
入
っ
た
。
そ
れ
は
毎
年
四
月
の
第
二

日
曜
日
に
行
わ
れ
る
五
箇
祭
、
例
大
祭
日
の
大
神
輿
を
担
ぐ

場
面
で
あ
る
（
写
真
4
）。
そ
の
神
輿
は
周
囲
の
景
色
と
比

較
し
て
か
な
り
大
き
く
見
え
、
た
く
さ
ん
の
大
人
が
担
い
で

い
る
の
が
わ
か
る
。
聞
く
と
日
本
最
大
級
の
大
神
輿
と
呼
ば

れ
て
お
り
、
長
さ
八
・
四
五
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
三
・
八
メ
ー
ト

ル
、
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
着
工
し
て
六
年
の
歳
月
を
か

け
、
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
に
完
成
し
た
と
さ
れ
る
。
担

ぎ
手
は
八
十
人
以
上
必
要
と
あ
り
、
並
々
な
ら
ぬ
大
き
さ
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
私
は
担
ぎ
手
が
着
て
い
る
衣

装
に
着
目
し
た
。
近
江
で
よ
く
目
に
す
る
神
輿
の
担
ぎ
手
の

衣
装
は
、
上
半
身
は
腹
巻
に
法
被
、
下
半
身
は
半
股
と
足
袋

姿
で
、
全
て
白
に
統
一
さ
れ
て
い
る
。
私
の
地
元
で
行
う
仰

木
祭
で
は
、
そ
れ
に
豆
鉢
巻
や
赤
、
青
、
黄
な
ど
の
鉢
巻
を
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頭
や
首
元
、
足
首
に
巻
い
て
派
手
に
見
せ
て
い
る
。
さ
ら
に

仰
木
は
中
世
に
祭
の
起
源
を
た
ど
る
こ
と
か
ら
、
役
職
に
つ

く
人
は
素す

襖お
う

（
室
町
期
の
武
家
装
束
、
江
戸
中
期
は
下
級
武

士
の
礼
装
）
を
着
用
し
て
い
る
。
ま
た
裃
着
用
は
近
江
の
祭

り
で
目
に
す
る
こ
と
が
多
い
。
高
田
さ
ん
に
衣
装
の
こ
と
を

聞
く
と
「
こ
れ
は
近
江
商
人
の
行
商
に
行
く
時
の
服
で
す
。」

と
返
事
が
返
っ
て
き
た
。
上
半
身
は
紺
色
の
羽
織
に
腰
巻
、

下
半
身
は
白
い
股
引
に
紺
色
の
脚
絆
を
巻
き
、
草
鞋
を
履
い

て
い
る
。「
み
ん
な
が
持
っ
て
い
る
揃
い
の
服
で
、
普
段
着

で
す
。」
と
付
け
加
え
ら
れ
た
（
写
真
5
）。
祭
の
話
を
す
る

高
田
さ
ん
は
誇
ら
し
く
、
年
に
一
度
の
例
大
祭
は
ハ
レ
の
日

で
あ
り
、
こ
の
日
の
為
に
日
々
が
あ
る
こ
と
が
伝
わ
っ
て
き

た
。
私
は
こ
の
よ
う
な
慣
習
を
受
け
継
ぐ
伝
統
と
精
神
を
本

当
に
羨
ま
し
く
思
う
。
そ
の
日
は
帰
途
に
つ
く
、
ガ
チ
ャ
コ

ン
電
車
の
異
名
を
持
つ
近
江
鉄
道
に
五
箇
荘
駅
か
ら
乗
車

し
、
暮
れ
ゆ
く
東
近
江
を
車
窓
よ
り
眺
め
つ
つ
、
一
旦
、
懐

か
ら
抜
け
出
た
。

ひ
と
月
ほ
ど
し
て
、
高
田
さ
ん
と
連
絡
を
取
る
こ
と
が
で

き
た
。
そ
の
日
は
暖
冬
が
続
く
中
で
、
目
の
覚
め
る
よ
う
な

寒
波
が
押
し
寄
せ
、
東
近
江
一
帯
は
白
い
風
景
に
様
変
わ
り

し
て
い
た
。
再
び
大
日
堂
に
あ
げ
て
も
ら
い
、
合
掌
し
た
後
、

祭
装
束
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
れ
は
先
代
か
ら
引
き
継

が
れ
て
、
現
在
も
息
子
さ
ん
が
使
用
す
る
現
役
の
近
江
商
人

の
「
行
商
の
姿
」
で
あ
る
。
同
席
し
て
い
た
だ
い
た
長
年
、

地
域
振
興
に
努
め
て
こ
ら
れ
た
諏す

わ訪
一か

ず

男お

さ
ん
の
話
で
は

「
行
商
か
ら
戻
っ
て
、
祭
り
で
神
輿
を
担
ぎ
、
終
わ
る
と
、

そ
の
ま
ま
行
商
に
出
た
ん
で
す
わ
！
」
と
、
羽
織
の
細
部
を

見
て
い
る
と
手
縫
い
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
脚
絆
も
今
日

で
は
揃
え
る
の
が
難
し
い
よ
う
だ
。
こ
の
よ
う
に
モ
ノ
が
伝

え
る
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
こ
そ
、
歴
史
を
伝
え
る
説
得
力
を
感

じ
る
。
五
箇
の
名
は
「
五
穀
に
恵
ま
れ
な
い
土
地
」
か
ら
始

ま
り
、
五
箇
神
社
は
「
五
箇
の
森
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
こ

こ
に
地
名
の
起
源
が
あ
る
と
も
伝
わ
っ
て
い
る
（
写
真
6
）。

明
治
五
年
に
北
ノ
荘
村
か
ら
宮
荘
村
に
改
称
さ
れ
、
五
個
荘

町
宮
荘
と
な
っ
た
。
平
成
十
七
年
の
大
合
併
時
に
、
自
治
会

の
合
議
制
に
よ
り
宮
荘
は
五
個
荘
の
名
を
つ
け
な
い
事
と

し
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

な
お
、宮
荘
の
歴
史
詳
細
は
諏
訪
氏
か
ら
の
聞
き
取
り
と
、

開
設
す
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
参
考
と
な
っ
て
い
る
。さ
ら
に
、

二
〇
一
三
年
に
『
先
人
・
悠
久
の
あ
ゆ
み
宮
荘
町
歴
史
（
誌
）

年
表
』
の
発
刊
、
二
〇
一
八
年
に
は
、
四
年
の
歳
月
を
か
け

五
箇
神
社
の
歴
史
を
ま
と
め
た
歴
史
誌
『
鎮
守
の
神
様　

五

箇
神
社
の
歴
史
（
誌
）
と
宝
物
』
共
に
諏
訪
氏
の
編
集
に
よ

り
発
刊
さ
れ
て
い
る
（
写
真
7
）。
神
社
に
保
管
さ
れ
て
い

た
千
冊
以
上
に
及
ぶ
古
文
書
と
資
料
を
ま
と
め
編
集
さ
れ
て

お
り
、
懐
の
奥
深
さ
に
圧
倒
さ
れ
る
。

石
仏
が
チ
ラ
ッ
と
見
え
た
こ
と
か
ら
祭
衣
装
に
転
じ
、
深

い
懐
に
ど
っ
ぷ
り
と
浸
か
っ
て
し
ま
っ
た
。

高
田
、
諏
訪
両
氏
に
は
、
こ
の
地
の
起
源
か
ら
、
古
代
条

里
制
、
水
争
い
の
記
録
、
学
校
教
育
、
祭
り
な
ど
、
そ
の
詳

細
に
至
る
様
々
な
お
話
を
し
て
い
た
だ
い
た（
写
真
8
）。「
五

穀
に
恵
ま
れ
な
い
土
地
」
か
ら
行
商
に
出
て
、
街
道
を
行
き

来
す
る
。
生
身
で
世
相
を
感
じ
、
時
の
政
に
翻
弄
さ
れ
な
い
、

自
前
の
判
断
で
暮
ら
し
を
持
続
す
る
態
度
こ
そ
、
近
江
人
の

姿
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
普
段
着
は
そ
の
こ
と
を
切
に

伝
え
て
い
る
。

写真 1 五箇神社

写真 2 大日堂の石仏写真 6 国道八号線より「五箇の森」を望む 写真 4 五箇祭にて神輿を担ぐ様子

写真5 五箇祭の祭衣装（宮荘の普段着） 写真 3 寶光庵、通称大日堂
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二
、
仰お
お

木ぎ

の
杜も
り

不
要
不
急
の
外
出
自
粛
が
叫
ば
れ
る
緊
急
事
態
宣
言
が
全

国
に
発
出
さ
れ
た
の
は
二
〇
二
〇
年
四
月
十
六
日
か
ら
で
あ

る
。
四
月
一
日
に
新
入
生
を
迎
え
る
は
ず
の
、
私
が
勤
務
す

る
成
安
造
形
大
学
の
入
学
式
も
中
止
と
な
り
、
先
の
み
え
な

い
、
相
手
の
み
え
な
い
格
闘
の
時
間
が
始
ま
っ
た
。

そ
の
翌
日
四
月
二
日
か
ら
始
め
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
そ

れ
は
自
身
の
体
力
維
持
と
し
て
課
し
て
い
た
散
歩
で
あ
る
。

自
宅
の
あ
る
「
仰
木
の
里
」
か
ら
一
二
〇
〇
年
以
上
の
歴
史

が
あ
る
と
さ
れ
る
集
落
「
仰
木
」
へ
の
周
回
だ
。
地
域
の
よ

り
ど
こ
ろ
で
あ
る
「
小
椋
神
社
」
を
参
拝
し
、
仰
木
峠
か
ら

続
く
比
叡
山
の
山
容
を
仰
ぎ
見
て
、
棚
田
の
脇
道
を
下
り
つ

つ
琵
琶
湖
を
眺
め
、対
岸
に
そ
び
え
る
三
上
山
を
確
認
し
て
、

帰
途
に
つ
く
コ
ー
ス
で
あ
る
。
四
月
二
日
か
ら
カ
メ
ラ
を
片

手
に
持
ち
、
気
に
な
る
も
の
が
目
に
入
る
と
、
と
に
か
く
撮

影
す
る
こ
と
に
決
め
た
。
そ
れ
は
い
つ
も
見
て
い
る
同
じ
風

景
が
、
何
か
違
う
様
に
見
え
る
気
が
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ま

た
刻
一
刻
と
社
会
状
況
が
変
化
す
る
中
、
自
身
の
モ
ヤ
モ
ヤ

す
る
気
持
ち
や
言
葉
で
表
せ
な
い
心
境
、
感
覚
を
何
ら
か
の

方
法
で
記
録
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

更
に
、
こ
の
文
章
は
そ
れ
か
ら
約
一
ヶ
月
経
っ
た
五
月
三

日
に
記
す
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
は
小
椋
神
社
例
祭
、
泥
田
祭

（
仰
木
祭
）
の
本
祭
当
日
で
あ
り
、
五
基
の
神
輿
が
集
落
を

練
り
回
る
。
そ
れ
は
仰
木
の
集
落
が
一
年
で
一
番
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
放
つ
ハ
レ
の
日
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

二
〇
二
〇
年
の
当
日
、
い
つ
も
通
り
の
周
回
コ
ー
ス
の
散

歩
に
出
た
。
例
祭
は
神
事
の
み
が
執
り
行
わ
れ
た
ら
し
く
、

い
つ
も
と
変
わ
り
な
い
穏
や
か
な
仰
木
の
風
景
が
そ
こ
に
あ

り
、
例
年
の
賑
わ
い
は
な
か
っ
た
。
私
が
決
ま
っ
て
祭
り
を

堪
能
す
る
場
所
が
あ
る
の
だ
が
、
今
年
も
行
っ
て
み
た
。
そ

れ
は
小
椋
神
社
か
ら
参
道
を
通
っ
て
一
の
鳥
居
ま
で
の
間

に
、
奥
宮
で
あ
る
滝
壺
神
社
へ
向
か
う
闇く

ら
お
か
み
の
か
み

龗
神
参
道
と
交

差
す
る
場
所
が
あ
る
。
そ
の
角
地
に
ひ
っ
そ
り
と
佇
む
小
さ

な
杜
の
辺
り
が
そ
の
場
所
だ
。
い
つ
も
み
て
い
る
田
園
風
景

に
ポ
ツ
リ
と
浮
か
ぶ
小
さ
な
杜
、
山や

ま

地ち

神
社
を
紹
介
し
た
い

（
写
真
9
・
10
）。

杜
の
敷
地
は
、
十
メ
ー
ト
ル
四
方
あ
ろ
う
か
、
そ
こ
に
数

本
の
木
々
が
祠
を
覆
い
囲
む
様
に
あ
り
、
小
椋
神
社
参
道
に

面
し
て
石
の
鳥
居
が
建
っ
て
い
る
。
中
を
覗
く
と
小
さ
な
祠

と
青
々
と
茂
る
苔
庭
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
（
写
真
11
）。

周
囲
に
は
お
地
蔵
さ
ん
が
並
び
、
い
つ
も
野
花
が
添
え
ら
れ

る
何
と
も
愛
ら
し
い
杜
、
祭
神
は
弁べ

ん
の
な
い内

侍し

で
あ
る
。
新
修

大
津
市
史
に
よ
る
と
、
弁
内
侍
は
、
似
絵
の
名
手
藤
原
信
実

の
娘
で
、
鎌
倉
時
代
中
期
の
女
流
歌
人
と
あ
る
。
後
深
草
天

皇
（
在
位
一
二
四
六
〜
五
九
年
）
の
側
近
の
女
官
（
内
侍
）

と
し
て
仕
え
、
正
元
元
年
（
一
二
五
九
）
天
皇
の
譲
位
と
と

も
に
職
を
退
き
、
文
永
二
年
（
一
二
六
五
）
妹
の
死
に
あ
っ

て
出
家
し
た
。
そ
の
後
、
父
と
姉
と
も
死
別
し
、
仰
木
の
山

里
で
静
か
に
晩
年
を
送
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

長
年
、
こ
の
杜
の
守
り
を
し
て
き
た
伊い

藤と
う

士し

良ろ
う

さ
ん
に
お

話
を
伺
う
こ
と
が
で
き
た
（
写
真
12
）。
地
元
で
は
こ
の
杜

を
「
針
の
宮
（
針
殿
）」「
ツ
○
ボ
の
宮
」
と
呼
ん
で
い
る
そ

う
だ
。
針
の
宮
は
弁
内
侍
が
針
仕
事
に
長
け
て
い
た
と
い
わ

れ
、
仏
道
修
行
の
た
め
仏
像
を
刺
繍
し
て
い
た
と
伝
わ
っ
て

い
る
。
杜
の
前
の
坂
道
（
小
椋
神
社
参
道
）
は
ハ
ン
ド
ロ
坂

と
呼
ば
れ
、
針
殿
坂
が
な
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
写
真

13
・
14
）。
次
に
ツ
○
ボ
の
宮
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
局
の
宮

が
な
ま
っ
た
か
、
あ
る
い
は
弁
内
侍
が
仏
道
修
行
に
没
頭
す

る
あ
ま
り
、
村
人
が
何
か
言
い
寄
っ
て
も
聞
く
耳
を
持
た
な

か
っ
た
と
推
測
す
る
こ
と
も
で
き
る
。「
今
で
は
そ
ん
な
ふ

う
に
呼
ぶ
人
も
減
っ
て
し
も
た
け
ど
な
あ
…
。」
と
伊
藤
さ

ん
。「
こ
の
裏
手
に
笄

こ
う
が
い

塚づ
か

が
あ
る
ん
や
け
ど
な
！
」
と
、

集
落
か
ら
農
地
へ
抜
け
る
小
道
の
途
中
に
そ
れ
は
存
在
す
る

（
写
真
15
）。「
こ
れ
も
山
地
神
社
と
地
続
き
な
ん
や
」
と
話

さ
れ
た
。
笄
塚
は
弁
内
侍
が
櫛
や
笄
を
埋
め
た
と
さ
れ
、
毎

写真 8 宮荘の人
（右：高田勇さん、左：諏訪一男さん）

写真 7 
左： 「先人・悠久のあゆみ宮荘町歴史

（誌）年表」
右： 歴史誌「鎮守の神様　五箇神社

の歴史（誌）と宝物」
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年
三
月
十
五
日
に
内
侍
を
供
養
す
る
祭
り
が
地
元
の
方
々
に

よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
、
更
に
針
供
養
も
あ
り
、

使
え
な
く
な
っ
た
針
を
蒟
蒻
に
刺
し
て
祀
ら
れ
る
そ
う
だ
。

供
養
の
時
こ
そ
、
柔
ら
か
い
と
こ
ろ
に
刺
し
て
祀
る
の
で
あ

ろ
う
か
、
日
吉
大
社
で
料
理
人
に
よ
っ
て
執
り
行
う
包
丁
祭

の
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
こ
こ
で
も
人
々
の
暮
ら
し
、
生
業

を
支
え
る
道
具
へ
の
「
畏
敬
の
念
」
が
、
弁
内
侍
の
伝
承
を

通
し
て
今
日
も
持
続
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
山
地
神
社
の
名
称
に
つ
い
て
で
あ
る
が
そ
の
詳
細

は
わ
か
ら
な
い
。
伊
藤
さ
ん
が
山
地
神
社
の
お
世
話
を
す
る

様
に
な
っ
た
の
は
戦
後
、
杜
の
隣
地
に
住
む
こ
と
に
な
っ
て

か
ら
の
こ
と
だ
そ
う
だ
。
そ
れ
ま
で
は
藪
が
生
茂
る
杜
で
あ

り
、
笄
塚
と
山
地
神
社
は
小
道
で
繋
が
っ
て
い
た
様
だ
。
ま

た
そ
の
路
は
奥
宮
の
滝
壺
神
社
へ
と
通
じ
る
参
道
で
あ
り
、

豊
か
な
水
を
仰
木
に
注
ぐ
谷
筋
の
水
路
と
並
行
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
推
察
す
る
と
奥
宮
へ
続
く
山
路
、

山
地
と
里
宮
（
小
椋
神
社
）
の
参
道
が
交
わ
り
、
こ
の
角
地

が
奥
宮
を
指
し
示
す
場
と
し
て
、
こ
の
名
が
付
い
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
写
真
16
）。

仰
木
は
奈
良
期
、
大
津
遷
都
の
際
に
伽
太
夫
仙
人
が
開
村

し
た
伝
承
に
始
ま
り
、
平
安
期
に
は
清
和
源
氏
の
礎
、
多
田

満
仲
を
摂
津
国
よ
り
迎
え
入
れ
た
伝
承
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は

仰
木
祭
り
を
通
し
て
後
世
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
。
集
落
の

存
続
は
絶
え
ず
客
人
を
招
き
入
れ
、
少
し
ず
つ
変
化
し
な
が

ら
経
済
、
文
化
を
持
続
し
て
き
た
の
だ
。

今
、
世
界
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
俯
瞰
す
る
こ
と
は
困

難
を
極
め
る
。
資
本
主
義
競
争
を
激
走
し
て
き
た
社
会
は
、

今
こ
そ
自
国
を
優
位
に
す
る
の
で
は
な
く
、
分
か
ち
合
い
、

カ
バ
ー
し
あ
う
考
え
方
が
、
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
本
来
共
存
し
、
い
つ
の
時
代
も
絶
え

ず
横
に
い
た
は
ず
の
存
在
（
疫
病
）
が
教
え
て
く
れ
た
と
考

え
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
い
つ
の
間
に
か
我
々
が
外
部
に
し

て
し
ま
っ
て
い
た
こ
れ
ら
と
共
に
生
き
て
い
く
べ
き
な
の
か

も
し
れ
な
い
。

親
し
み
を
込
め
た
名
前
で
呼
ば
れ
て
き
た
「
仰
木
の
杜
」

は
そ
の
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

三
、
仰
木
の
学
生

二
〇
二
〇
年
五
月
二
十
日
か
ら
漸
く
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と

の
で
き
た
前
期
授
業
は
八
月
五
日
を
最
終
日
と
し
て
無
事
終

え
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
様
な
「
無
事
終
え
る
こ
と
…
」

と
い
っ
た
感
じ
に
な
っ
た
こ
と
は
恐
ら
く
初
め
て
で
あ
ろ

う
。五
月
の
終
わ
り
ま
で
は
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
、六
月
に
入
っ

て
対
面
授
業
を
恐
る
恐
る
始
め
、
七
月
か
ら
は
地
域
実
践
領

域
一
年
演
習
授
業
の
メ
イ
ン
で
あ
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
授

業
に
入
っ
た
。

写真 16  小椋神社参道と奥宮への参道
がポイント（右が山地神社）

写真 10 仰木の杜「山地神社」2

写真 11 山地神社の鳥居と祠

写真 14  ハンドロ坂より山地神社を望
む（奥：小椋神社鳥居）

写真 13 ハンドロ坂（小椋神社参道）写真 15 農地へと抜ける道沿いにある笄塚

写真 9 仰木の杜「山地神社」1

写真12 伊藤士良さん（山地神社の前にて）
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「
三
密
」
を
避
け
る
こ
と
の
困
難
さ
は
現
在
も
日
々
奮
闘

中
で
あ
る
が
、
こ
の
「
新
し
い
生
活
様
式
」
に
い
ち
早
く
慣

れ
る
こ
と
に
舵
を
切
っ
た
。
毎
朝
の
検
温
と
携
帯
用
消
毒
ス

プ
レ
ー
を
常
時
所
持
す
る
こ
と
、
マ
ス
ク
の
着
用
は
当
然
で

あ
る
が
普
段
の
自
分
の
行
動
を
記
録
す
る
こ
と
で
自
身
を
管

理
し
て
い
く
。
ま
た
危
険
を
感
じ
た
ら
躊
躇
な
く
オ
ン
ラ
イ

ン
授
業
に
戻
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
継
続
で
き
る
状

況
を
つ
く
る
こ
と
、
そ
れ
が
我
々
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
研

究
持
続
で
あ
り
、「
新
し
い
生
活
様
式
」
な
の
だ
。

七
月
に
入
っ
て
本
来
な
ら
四
月
下
旬
か
ら
進
め
る
大
学
の

近
隣
「
仰
木
」
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
授
業
を
始
め
る
こ
と
が

で
き
た
。
こ
こ
で
の
目
的
は
地
域
を
知
る
こ
と
か
ら
、
そ
の

魅
力
を
見
つ
け
出
し
発
表
す
る
こ
と
に
あ
る
。
学
生
達
は
こ

れ
ま
で
の
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
に
て
、
自
身
の
地
元
の
魅
力
、

気
付
き
の
紹
介
を
試
み
て
き
た
。
こ
こ
で
同
じ
志
を
持
つ
学

生
と
対
面
し
、
リ
ア
ル
な
体
験
が
始
ま
っ
て
い
く
。
そ
こ
で

彼
ら
が
目
に
し
た
魅
力
や
気
付
き
、
新
た
に
感
じ
た
自
身
の

こ
と
を
書
き
記
し
た
い
と
思
う
。

七
月
一
日
、
梅
雨
に
入
り
予
期
せ
ぬ
集
中
豪
雨
が
続
く
最

中
、
こ
の
日
は
快
晴
で
あ
る
。
グ
ル
ー
プ
を
分
け
な
が
ら
、

前
述
し
た
私
が
毎
日
行
く
仰
木
周
回
コ
ー
ス
を
歩
い
た
。
新

興
住
宅
地
の
仰
木
の
里
か
ら
仰
木
へ
と
抜
け
る
棚
田
が
広
が

る
場
所
で
は
、「
や
っ
と
始
ま
っ
た
！
」
な
ど
の
言
葉
が
自

然
と
学
生
か
ら
溢
れ
出
た
。
小
椋
神
社
で
は
年
に
二
回
、
六

月
の
終
わ
り
と
大
晦
日
に
執
り
行
う
「
茅
の
輪
く
ぐ
り
」
を

目
に
す
る
。
初
耳
の
学
生
、
初
め
て
目
に
す
る
学
生
に
対
し
、

「
茅
」
が
し
め
縄
に
使
わ
れ
る
こ
と
、
神
聖
な
イ
メ
ー
ジ
が

あ
り
、
無
病
息
災
、
疫
病
退
散
を
祈
願
す
る
意
を
伝
え
、
八

の
字
を
描
く
様
に
く
ぐ
り
抜
け
る
こ
と
な
ど
を
伝
え
る
と
、

即
、
列
を
組
み
な
が
ら
「
祓
い
の
儀
」
が
始
ま
っ
た
。
例
年

の
四
月
授
業
で
は
味
わ
え
な
い
光
景
で
あ
る
（
写
真
17
）。

次
に
「
仰
木
」
の
暮
ら
し
を
少
し
体
験
す
る
た
め
、
上
仰

木
に
位
置
す
る
上こ

う
さ
か坂

達た
つ

雄お

さ
ん
宅
に
向
か
う
。
こ
こ
で
は
例

年
、
農
村
の
暮
ら
し
、
比
叡
山
と
の
関
係
、
信
仰
、
年
中
行

事
、
祭
り
な
ど
の
話
を
聴
き
な
が
ら
「
出
会
い
と
学
び
」
の

ス
タ
ー
ト
を
祈
念
す
る
「
ハ
レ
ノ
ヒ
料
理
」
を
振
る
舞
っ
て

も
ら
い
、
食
と
暮
ら
し
、
信
仰
が
一
体
と
な
っ
て
い
る
こ
と

を
、
洗
礼
を
受
け
る
か
の
如
く
、
体
験
を
通
し
て
学
ん
で
い

る
。「
納
豆
餅
」「
鮒
鮨
」「
鳥
す
き
焼
き
（
四
つ
足
の
動
物

を
殺
生
し
な
い
）」
を
皆
で
囲
み
な
が
ら
学
生
の
出
身
地
と

の
違
い
を
話
し
合
う
時
間
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
今
年
は
自

粛
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
代
わ
り
に
上
坂
さ
ん
か
ら
「
納

豆
餅
と
草
餅
」
を
お
土
産
と
し
て
用
意
し
て
い
た
だ
い
た

（
写
真
18
）。

さ
て
こ
こ
か
ら
は
、
四
週
間
に
渡
っ
て
「
地
域
の
気
付
き

と
魅
力
探
し
」
の
中
か
ら
学
生
が
見
つ
け
出
し
た
魅
力
を
紹

介
し
た
い
。

・
仰
木
の
坂
道
（
写
真
19
）

仰
木
は
馬
の
背
と
呼
ば
れ
る
尾
根
道
添
い
に
向
か
い
合
う

様
に
集
落
が
立
ち
並
ん
で
い
る
。
そ
の
尾
根
道
か
ら
南
側
の

斜
面
を
降
り
る
と
、
地
形
に
従
う
様
に
路
地
道
（
坂
道
）
が

幾
重
に
も
絡
み
合
っ
て
い
る
。
岡
山
出
身
の
学
生
は
坂
道
の

景
観
で
有
名
な
尾
道
と
比
較
し
な
が
ら
、
暮
ら
し
と
共
に
あ

る
仰
木
の
坂
道
に
着
目
し
た
。
年
季
の
入
っ
た
鉄
製
の
手
す

り
や
坂
道
の
景
観
を
形
成
す
る
石
垣
に
も
注
目
し
な
が
ら
遠

く
に
見
え
る
琵
琶
湖
、
開
け
た
空
の
そ
の
光
景
の
魅
力
に
取

り
憑
か
れ
て
い
る
。

・
謎
の
神
社
（
写
真
20
・
21
）

沖
縄
出
身
の
学
生
は
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
あ
る
小
さ
な
神
社

や
祠
の
多
さ
に
驚
き
を
隠
せ
な
い
様
だ
。
地
図
に
記
載
さ
れ

て
い
な
い
稲
荷
、
弁
天
、
地
蔵
な
ど
神
仏
問
わ
ず
様
々
な
地

域
の
拠
り
所
に
気
付
い
た
。
稲
荷
や
弁
天
が
祀
ら
れ
る
意
味

と
地
域
の
生
業
と
の
関
係
を
見
な
が
ら
、
祠
の
横
に
石
で
彫

刻
さ
れ
た
由
緒
書
に
気
付
き
、
次
へ
の
問
い
を
自
ら
導
き
出

し
て
い
る
。

・
く
ね
く
ね
道
と
ま
っ
す
ぐ
道
（
写
真
22
・
23
）

社
会
人
と
し
て
の
生
活
に
区
切
り
を
つ
け
、
地
域
へ
眼
差

し
を
向
け
る
こ
と
か
ら
学
び
直
す
学
生
は
、
く
ね
く
ね
と
棚

田
に
沿
っ
て
曲
が
る
道
と
谷
間
の
田
畑
を
貫
く
一
本
の
ま
っ

す
ぐ
な
道
に
気
付
く
。
現
地
の
人
に
声
を
か
け
聞
き
取
り
を

す
る
と
、前
者
は
祭
り
の
還
御
道
、後
者
は
圃
場
整
備
に
よ
っ

て
出
来
た
道
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
同
じ
田
畑
の
景
観
か
ら

対
象
的
な
風
景
に
着
目
し
、
そ
の
意
味
や
背
景
を
知
る
。

・
郵
便
ポ
ス
ト
と
繋
が
り
（
写
真
24
）

高
知
出
身
の
学
生
は
平
尾
地
区
の
日
常
の
暮
ら
し
に
焦
点

を
当
て
る
。
道
沿
い
の
綺
麗
に
整
え
ら
れ
た
生
垣
に
心
奪
わ

れ
つ
つ
も
キ
チ
ン
と
据
え
ら
れ
た
赤
い
郵
便
ポ
ス
ト
を
発
見

す
る
。
一
見
静
か
な
風
景
に
感
じ
る
が
郵
便
ポ
ス
ト
に
回
覧
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板
が
入
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
地
域
の
人
た
ち
の
つ
な
が
り
を

想
像
し
、
ご
近
所
付
き
合
い
の
あ
る
温
か
み
を
魅
力
と
し
て

表
現
し
て
い
る
。

・
覗
く
学
生
（
六
躰
地
蔵
尊
）（
写
真
25
）

比
叡
山
の
麓
、
上
仰
木
の
集
落
が
終
わ
る
と
こ
ろ
に
六
躰

地
蔵
尊
の
お
堂
が
あ
る
。
恵
心
僧
都
源
信
作
と
伝
わ
る
六
体

の
地
蔵
を
掘
り
込
ん
だ
石
仏
が
お
堂
の
中
に
鎮
座
し
て
い

る
。
お
堂
の
隙
間
か
ら
同
行
し
た
学
生
が
そ
れ
を
見
て
い
る

様
子
。
し
ば
ら
く
す
る
と
目
が
暗
さ
に
慣
れ
て
き
た
の
か
？　

「
真
ん
中
に
阿
弥
陀
さ
ん
が
お
る
で
！
」
と
気
付
く
、
そ
の

真
剣
に
確
認
す
る
眼
差
し
を
少
し
離
れ
た
位
置
か
ら
捉
え
る

滋
賀
県
水
口
出
身
の
学
生
。

彼
ら
は
、
対
面
授
業
が
で
き
る
喜
び
を
噛
み
し
め
つ
つ
、

は
じ
め
て
出
会
い
、
こ
れ
か
ら
の
学
び
の
同
志
で
あ
り
ラ
イ

バ
ル
に
な
る
で
あ
ろ
う
相
手
と
新
し
い
土
地
で
の
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
に
取
り
組
ん
だ
。
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
場
所
か
ら
同

じ
目
的
で
集
ま
り
、
仰

木
を
歩
く
こ
と
か
ら
学

び
が
始
ま
っ
て
い
る
。

コ
ロ
ナ
禍
を
正
面
か
ら

経
験
し
、
大
き
く
変
わ

り
ゆ
く
社
会
、
地
域
、

自
身
の
あ
り
方
に
向
き

合
い
な
が
ら
新
し
い
生

き
方
を
導
き
出
し
て
い

く
の
だ
。

最
終
日
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
は
再
び
オ
ン
ラ
イ
ン
の

授
業
と
な
っ
た
が
、
そ
こ
で
自
ら
の
意
見
を
発
表
す
る
彼
ら

は
「
仰
木
の
学
生
」
に
な
っ
て
い
た
。

追
記二

〇
一
六
年
十
二
月
よ
り
滋
賀
県
文
化
振
興
事
業
団

（
二
〇
一
七
年
四
月
よ
り
び
わ
湖
芸
術
文
化
財
団
）
が
発
行

す
る
「
湖
国
と
文
化
」
に
“
近
江
の
懐
”
と
題
し
て
近
江
の

宿
場
町
に
お
け
る
も
の
づ
く
り
や
そ
こ
で
育
ま
れ
た
精
神

性
、
次
世
代
に
つ
な
げ
る
新
た
な
る
価
値
を
写
真
と
文
で
紹

介
す
る
機
会
を
あ
た
え
ら
れ
た
。
二
〇
二
一
年
一
月
現
在
ま

で
十
五
回
の
連
載
が
継
続
さ
れ
て
お
り
、
二
〇
二
〇
年
一
月

よ
り
二
〇
二
〇
年
八
月
ま
で
（
二
〇
二
〇
年
十
月
は
休
み
）

の
第
十
三
回
か
ら
第
十
五
回
ま
で
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
文
を
可
能

な
限
り
残
し
、
近
江
学
研
究
所
紀
要
と
し
て
再
編
集
し
た
。

紀
要
の
冒
頭
は
、
二
〇
二
〇
年
全
世
界
に
拡
大
し
た
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
下
で
私
自
身
が
そ
の
瞬
間

に
感
じ
取
り
、
行
動
に
起
こ
し
た
記
録
を
で
き
る
限
り
の
冷 写真 25 覗く学生（六躰地蔵尊、実際

は格子戸に顔をつけている。）

写真 24 郵便ポストと繋がり（実際は回覧板が入っている。）

写真 22 くねくね道とまっすぐ道 1 写真 20 謎の神社

写真 19 仰木の坂道

写真 18 上坂達雄さん宅で仰木の暮らしについて学ぶ

写真 17 小椋神社にて茅の輪くぐりをする学生

写真 21 謎の神社と由緒書写真 23 くねくね道とまっすぐ道 2
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静
さ
を
保
ち
な
が
ら
書
き
記
し
た
。

コ
ロ
ナ
禍
の
生
活
が
手
探
り
で
始
ま
り
な
が
ら
も
自
身
の

感
染
に
対
す
る
不
安
は
現
在
も
払
拭
で
き
な
い
状
況
で
あ

る
。
ま
た
自
身
が
行
動
す
る
こ
と
で
他
者
へ
の
感
染
を
広
げ

る
か
も
し
れ
な
い
不
安
も
あ
る
。
様
々
な
工
夫
を
し
な
が
ら

の
生
活
が
始
ま
っ
た
中
、
自
身
が
始
め
た
こ
と
を
一
つ
紹
介

し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
二
〇
一
七
年
頃
か
ら
少
し
ず
つ
始

め
て
い
た
ロ
ー
ド
バ
イ
ク
で
め
ぐ
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で

あ
る
。
琵
琶
湖
を
擁
す
る
近
江
（
滋
賀
県
）
は
昨
今
「
ビ
ワ

イ
チ
」
と
称
し
て
、
自
転
車
で
琵
琶
湖
を
一
周
す
る
試
み
が

盛
ん
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
行
動
自
粛
を
せ
ざ
る
を
得
な
く

な
り
、
人
と
の
接
触
を
極
力
抑
え
た
い
状
況
下
に
お
い
て
、

ロ
ー
ド
バ
イ
ク
に
乗
る
こ
と
は
そ
の
ス
ト
レ
ス
を
解
消
さ
せ

て
く
れ
る
。
以
前
に
も
増
し
て
自
身
の
健
康
管
理
に
対
す
る

意
識
は
高
ま
り
日
頃
か
ら
の
体
調
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
欠
か
せ

な
い
も
の
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
毎
朝
の
検
温
の
習
慣
が
つ

い
た
こ
と
で
、
平
熱
が
ど
れ
く
ら
い
あ
る
の
か
を
知
る
こ
と

に
な
っ
た
。
春
の
緊
急
事
態
宣
言
下
で
散
歩
が
日
課
に
な
っ

た
こ
と
か
ら
毎
日
身
体
を
動
か
す
習
慣
が
つ
い
て
き
て
い

る
。
そ
の
延
長
で
ロ
ー
ド
バ
イ
ク
に
乗
っ
て
サ
イ
ク
リ
ン
グ

す
る
習
慣
に
つ
な
が
っ
て
き
た
か
も
し
れ
な
い
。
毎
日
二
十

分
の
仰
木
周
回
コ
ー
ス
か
ら
一
時
間
の
湖
西
地
域
周
回
コ
ー

ス
に
な
り
、
登
れ
な
か
っ
た
坂
道
が
登
れ
る
よ
う
に
な
る
。

同
時
に
心
拍
数
に
気
を
配
る
よ
う
に
な
り
、
効
率
良
い
ケ
イ

デ
ン
ス
（
一
分
間
の
ク
ラ
ン
ク
回
転
数
）
を
一
定
に
キ
ー
プ

で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
し
て
持
久
力
を
高
め
る
こ

と
で
免
疫
力
が
高
ま
り
自
身
の
体
力
も
安
定
に
繋
が
る
と
イ

メ
ー
ジ
し
て
い
る
。
何
よ
り
自
身
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
ペ
ー
ス

で
、
活
動
や
行
動
を
起
こ
す
表
現
の
原
点
に
立
ち
返
っ
て
い

る
様
に
思
え
る
の
だ
。
コ
ロ
ナ
禍
は
感
染
の
恐
怖
の
み
な
ら

ず
自
身
を
見
つ
め
直
す
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
る
。
反
面
こ
れ

ま
で
大
切
に
し
て
き
た
対
話
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

や
り
づ
ら
く
な
っ
た
。
マ
ス
ク
を
し
て
い
な
い
人
、
大
声
で

楽
し
げ
に
お
し
ゃ
べ
り
す
る
人
な
ど
を
見
か
け
る
と
つ
い
注

意
し
た
く
な
る
の
は
私
だ
け
で
あ
ろ
う
か
？　

こ
れ
ま
で
な

ん
と
も
思
わ
な
か
っ
た
こ
と
に
対
し
敏
感
に
反
応
し
て
し
ま

う
様
に
な
っ
た
。
そ
し
て
感
染
状
況
が
収
ま
ら
な
い
こ
と
に

対
し
、
他
の
誰
か
を
矛
先
に
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
だ
ろ

う
か
？　

二
〇
二
〇
年
の
「
近
江
の
懐
め
ぐ
り
」
は
制
限
さ

れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
こ
と
に
気
付
か
さ
せ
て
く
れ
て
い

る
。そ

し
て
「
近
江
の
懐
」
は
人
間
が
肉
体
と
精
神
の
バ
ラ
ン

ス
を
「
回
復
」
し
て
い
こ
う
と
す
る
姿
を
注
視
し
て
い
る
様

に
思
う
。
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編
集
後
記

一
年
前
の
前
号
の
編
集
後
記
で
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
流
行

の
ニ
ュ
ー
ス
が
連
日
報
道
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
書
い
て
い
ま
し
た
。

今
も
状
況
は
好
転
す
る
こ
と
な
く
、
日
々
、
グ
ラ
フ
や
映
像
で
視
覚

化
さ
れ
た
目
に
見
え
な
い
も
の
の
脅
威
に
対
し
て
新
し
い
生
活
様
式

を
実
践
し
な
が
ら
コ
ロ
ナ
後
の
未
来
を
模
索
し
て
い
ま
す
。
人
と
の

距
離
を
と
り
、
マ
ス
ク
で
表
情
も
読
み
取
り
に
く
い
、
そ
れ
だ
け
で

も
日
常
の
暮
ら
し
や
ハ
レ
の
日
、
お
祭
り
や
行
事
に
多
大
な
影
響
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
一
年
間
は
日
常
を
自
粛
し
、
ハ
レ
の
日
の
多
く
が

縮
小
や
中
止
と
な
り
ま
し
た
。
日
本
の
文
化
が
凝
縮
さ
れ
継
承
さ
れ

て
き
た
ハ
レ
の
日
の
「
か
た
ち
」
や
暮
ら
し
の
「
か
た
ち
」、「
ハ
レ

と
ケ
」
の
あ
り
よ
う
が
今
後
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
く
の
か
大
変

気
が
か
り
で
す
。

本
紀
要
で
は
客
員
研
究
員
と
本
学
研
究
員
か
ら
の
論
考
三
編
を
掲

載
し
ま
す
。

髙
梨
客
員
研
究
員
か
ら
は
、
愛
知
郡
愛
荘
町
・
常
照
庵
の
木
造
不

動
明
王
二
童
子
像
の
調
査
報
告
を
寄
稿
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
加

藤
研
究
員
の
論
考
は
、
大
津
市
真
野
北
村
地
区
に
今
も
続
く
庚
申
講

の
調
査
に
つ
い
て
、
庚
申
信
仰
と
三
井
寺
や
大
津
絵
と
の
関
わ
り
な

ど
に
も
触
れ
、地
縁
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
意
義
を
考
察
し
て
い
ま
す
。

石
川
研
究
員
は
、
東
近
江
市
五
個
荘
の
宮
荘
の
取
材
と
大
学
近
郊
の

大
津
市
仰
木
の
取
材
お
よ
び
学
生
と
の
活
動
に
つ
い
て
「
近
江
の
懐

を
め
ぐ
る
4
」
と
い
う
か
た
ち
で
紹
介
し
て
い
ま
す
。
近
江
学
の
講

座
は
こ
の
一
年
間
す
べ
て
中
止
と
な
っ
た
た
め
、「
講
座
の
報
告
」

は
あ
り
ま
せ
ん
。
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