
越
中
五
箇
山
に
麦
屋
祭
り
を
見
に
行
く
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岡 

哲
文 

二
〇
一
二
年
九
月
二
三
～
二
四
日
。
南
砺
市
下
梨
、
地
主
神
社
内
。 

  
 

 

合
掌
造
り
の
里
と
し
て
、
岐
阜
県
白
川
郷
と
共
に
世
界
遺
産
に
認
定
さ
れ
た
五
箇
山
は
ま
た
、
民
謡
の

宝
庫
で
も
あ
る
。
こ
き
り
こ
節
は
、
大
方
の
人
間
な
ら
誰
で
も
一
度
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
私
も
、
小
学
校
の
音
楽
で
習
っ
た
こ
と
を
、
五
箇
山
を
訪
問
し
て
思
い
出
し
た
。
こ
き
り
こ
節
以
外

に
も
、
麦
屋
節
、
お
小
夜
節
、
と
い
ち
ん
さ
、
な
ど
な
ど
、
五
箇
山
を
訪
問
す
る
と
様
々
な
民
謡
を
聞
く

こ
と
が
で
き
る
。 

 

二
〇
〇
五
年
九
月
、
私
は
こ
き
り
こ
祭
り
を
見
に
行
っ
た
。
そ
の
時
、
そ
の
前
日
に
「
麦
屋
祭
り
」
と

い
う
の
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
麦
屋
節
も
こ
き
り
こ
同
様
、
五
箇
山
で
非
常
に
し
ば
し
ば
演
じ
ら
れ
る
。 

紋
付
き
袴
に
脇
差
を
差
し
、
た
す
き
を
か
け
、
編
み
笠
を
廻
し
な
が
ら
、
哀
愁
あ
る
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
勇
壮

に
踊
る
。
五
箇
山
一
帯
は
平
家
の
落
ち
武
者
の
里
と
し
て
有
名
で
あ
り
、
平
家
の
落
人
が
わ
が
身
の
悲
運

を
嘆
き
歌
っ
た
と
も
、
前
回
南
京
玉
す
だ
れ
の
回
の
最
後
に
少
し
言
及
し
た
、
能
登
の
遊
女
、
お
小
夜
が

伝
え
た
な
ど
、
様
々
な
伝
説
が
あ
る
。 

麦
屋
節
は
越
中
お
わ
ら
節
、
こ
き
り
こ
節
と
並
ん
で
富
山
県
三
大
民
謡
の
一
つ
と
し
て
一
九
七
三
年
（
昭

和
四
八
）
に
国
の
選
択
無
形
文
化
財
に
認
定
さ
れ
た
。
昨
年
南
京
玉
す
だ
れ
全
国
大
会
か
ら
帰
宅
し
て
か

ら
、
来
年
は
麦
屋
祭
り
を
見
に
行
こ
う
と
決
心
し
た
。 

 

前
回
、
こ
き
り
こ
祭
り
の
時
は
、
三
か
月
前
に
宿
を
申
し
込
ん
だ
ら
、
も
う
す
で
に
ど
こ
も
満
室
で
、

か
ろ
う
じ
て
少
し
離
れ
た
菅
沼
の
宿
に
泊
ま
る
こ
と
が
で
き
た
。
だ
か
ら
今
回
は
「
善
は
急
げ
」
と
ば
か

り
に
三
月
に
な
じ
み
の
宿
、
弥
次
兵
衛
を
押
え
る
こ
と
に
し
た
。
さ
す
が
に
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
余
裕
が

あ
っ
た
た
め
、
今
回
は
弥
次
兵
衛
な
ど
な
じ
み
の
宿
を
は
し
ご
し
な
が
ら
五
箇
山
に
滞
在
し
た
。 

  

下
梨
は
、
合
掌
造
り
集
落
の
相
倉
、
村
上
家
等
が
あ
る
上
梨
か
ら
離
れ
て
お
り
、
バ
ス
の
便
も
不
自
由

な
た
め
、
い
ず
れ
も
宿
泊
先
の
宿
の
車
で
送
っ
て
い
た
だ
い
た
。
地
主
神
社
付
近
は
屋
台
が
連
な
り
、
他

に
も
地
元
の
人
が
弁
当
、
五
箇
山
豆
腐
の
み
そ
田
楽
や
油
揚
げ
な
ど
を
販
売
す
る
店
が
出
て
い
る
。
昼
の

部
の
の
ど
自
慢
、
講
習
会
な
ど
は
自
由
席
だ
が
、
夜
の
舞
台
共
演
は
い
ず
れ
も
指
定
席
で
、
宿
で
券
を
取

っ
て
も
ら
う
か
、
受
付
で
自
分
が
購
入
す
る
し
か
な
い
。
私
は
両
日
と
も
宿
で
券
を
押
え
て
も
ら
っ
た
。

こ
の
券
が
な
い
と
、
一
般
人
は
中
に
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
当
日
券
も
か
な
り
販
売
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
み
え
て
、
当
日
購
入
す
る
人
を
た
び
た
び
目
撃
し
た
。
ま
た
、
こ
の
祭
り
を
見
る
た
め
に
全
国
か
ら
人

が
訪
れ
る
。
の
ど
自
慢
や
笠
踊
り
コ
ン
ク
ー
ル
の
出
演
者
の
出
身
地
も
実
に
様
々
だ
っ
た
。 

   

一
日
目
、
九
月
二
三
日
。（
日
）
。
麦
屋
祭
り
初
日
。 

 

朝
一
〇
時
か
ら
、
麦
屋
節
踊
り
講
習
会
が
行
わ
れ
る
が
、
一
一
時
三
〇
分
の
奉
納
麦
屋
節
に
合
わ
せ
る



よ
う
に
宿
を
出
た
。
踊
り
は
越
中
五
箇
山
麦
屋
節
保
存
会
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
境
内
に
社
殿
が
あ
り
、

麦
屋
祭
り
の
提
灯
が
下
げ
ら
れ
、
鳥
居
か
ら
道
路
を
隔
て
て
南
砺
市
平
行
政
セ
ン
タ
ー
に
向
か
う
道
の
片

隅
に
麦
屋
祭
り
の
ぼ
ん
ぼ
り
と
、
大
き
な
幟
が
翻
っ
て
い
た
。
社
殿
の
踊
り
は
、
立
ち
見
で
あ
る
。
私
が

行
っ
た
ら
、
す
で
に
前
列
は
人
だ
ら
け
で
、
後
ろ
の
方
か
ら
眺
め
る
し
か
な
か
っ
た
。
麦
屋
節
以
外
に
、

早
麦
屋
、
四
つ
竹
節
が
披
露
さ
れ
る
。
男
性
の
踊
り
の
み
な
ら
ず
、
女
性
の
踊
り
も
奉
納
さ
れ
る
。
オ
レ

ン
ジ
色
の
狩
衣
に
袴
姿
、
ま
た
、
黒
で
袖
部
分
に
派
手
な
模
様
の
あ
る
着
物
を
着
た
女
性
た
ち
が
踊
る
。 

 

こ
の
後
、
境
内
横
に
舞
台
と
座
席
が
作
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
正
調
麦
屋
節
の
ど
自
慢
コ
ン
ク
ー
ル
と
、

民
謡
子
供
会
が
行
わ
れ
た
。
夜
の
舞
台
共
演
以
外
、
座
席
は
自
由
な
の
で
、
好
き
な
席
に
座
る
。
子
供
の

民
謡
は
、
全
員
地
元
の
小
中
学
生
だ
っ
た
。 

 
 

 

写
真
は
神
殿
で
の
早
麦
屋
、
男
性
の
麦
屋
節
、
女
性
に
よ
る
四
つ
竹
踊
り
。 

 

そ
れ
か
ら
越
中
五
箇
山
麦
屋
節
保
存
会
に
よ
る
笠
踊
り
と
更
に
ゲ
ス
ト
と
い
う
こ
と
で
、
隣
石
川
県
金

沢
市
の
天
保
流
れ
節
保
存
会
に
よ
る
民
謡
披
露
が
行
わ
れ
た
。 

 

一
七
時
か
ら
、
獅
子
舞
祭
り
が
披
露
さ
れ
た
。
こ
の
獅
子
舞
は
、
豪
雪
地
帯
と
し
て
有
名
な
五
箇
山
で
、

春
の
訪
れ
を
喜
ん
で
、
大
体
四
月
ご
ろ
か
ら
各
集
落
で
行
わ
れ
る
。
シ
シ
の
相
手
を
す
る
「
シ
シ
ト
リ
」

は
子
供
が
行
う
。
カ
ル
サ
ン
を
履
き
、
白
い
フ
サ
フ
サ
し
た
毛
の
シ
ャ
グ
マ
を
か
ぶ
り
、
シ
シ
と
共
に
激

し
い
踊
り
を
踊
る
。
本
来
春
に
行
わ
れ
る
が
、
今
回
は
特
別
に
披
露
さ
れ
る
。
但
し
、
全
部
で
二
〇
分
ほ

ど
で
あ
る
。 

 

二
〇
〇
九
年
春
に
、
私
は
相
倉
の
獅
子
舞
祭
り
を
見
に
行
っ
た
け
れ
ど
、
そ
れ
は
か
な
り
長
い
時
間
踊

ら
れ
た
。
社
殿
の
前
で
会
長
さ
ん
が
大
き
な
紙
を
持
っ
て
立
ち
、
口
上
を
述
べ
る
。 

「
目
録
ひ
と
～
～
～
つ 

御
酒
一
万
樽
、
御
魚
は
日
本
海
に
有
合
い 

金
銀
沢
山
富
士
山
の
ご
と
し 

人

気
栄
当
栄
当 

右
は
以
上
。
○
○
村
の
○
○
様
よ
り
○
○
村
保
存
会
に
下
さ
ぁ
～
～
～
～
る
」（
引
用 

『
越

中
五
箇
山
平
村
村
史
』
昭
和
六
十
年
発
行 

国
立
国
会
図
書
館
蔵
よ
り
。
）
と
、
何
だ
か
変
わ
っ
た
節
回
し

を
述
べ
る
。
そ
の
度
ご
と
に
、
村
の
関
係
者
か
ら
、
や
ん
や
の
喝
さ
い
が
入
る
。
口
上
を
二
回
ぐ
ら
い
述

べ
た
所
で
獅
子
舞
祭
り
は
終
わ
り
に
な
る
。 

 
 



 
 

写
真 

シ
シ
と
シ
シ
ト
リ
の
少
年
二
人
に
よ
る
獅
子
舞
。 

 

こ
の
後
、
十
九
時
よ
り
い
よ
い
よ
舞
台
共
演
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
時
間
が
あ
る
た
め
、
宿
の
車
で
向
か

い
に
来
て
も
ら
い
、
宿
で
夕
食
を
済
ま
す
こ
と
に
す
る
。
舞
台
共
演
が
終
わ
る
の
が
二
一
時
過
ぎ
に
な
っ

て
し
ま
い
、
迷
惑
を
か
け
る
か
ら
で
あ
る
。 

  

舞
台
共
演
が
開
始
す
る
。
席
は
前
述
の
通
り
指
定
席
な
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
宿
で
手
配
し
て
も
ら
っ
た

券
に
書
い
て
あ
る
番
号
に
座
る
。
ほ
ぼ
満
席
状
態
だ
っ
た
。 

 

最
初
は
、
地
元
平
高
等
学
校
郷
土
芸
能
部
に
よ
る
民
謡
の
披
露
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
高
校
は
五
箇
山
に

伝
わ
る
郷
土
芸
能
を
若
い
世
代
に
伝
え
よ
う
と
、
郷
土
芸
能
部
が
存
在
す
る
珍
し
い
高
校
で
、
そ
の
実
力

は
か
な
り
高
く
、
東
京
を
始
め
、
あ
ち
こ
ち
で
披
露
を
し
て
い
る
。
有
名
な
こ
き
り
こ
を
皮
切
り
に
「
早

麦
屋
」
と
い
う
女
性
の
踊
り
手
に
よ
る
、
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
踊
り
。
前
述
し
た
お
小
夜
を
し
の
ん
で
踊
る
「
お

小
夜
節
」
、
そ
し
て
「
麦
屋
節
」
へ
と
続
い
て
い
く
。
楽
器
を
演
奏
す
る
地
方
（
ぢ
が
た
）
だ
け
で
な
く
、

踊
り
も
乱
れ
る
こ
と
な
く
、
し
っ
か
り
伝
授
さ
れ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。 

続
い
て
越
中
五
箇
山
民
謡
保
存
会
に
よ
っ
て
女
性
の
麦
屋
節
が
踊
ら
れ
た
。
紋
付
き
袴
に
脇
差
を
差
し

た
男
性
の
踊
り
手
の
後
に
、
紫
の
着
物
に
白
い
た
す
き
を
し
た
女
性
の
笠
踊
り
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。
女

性
の
麦
屋
の
傘
踊
り
を
見
た
の
は
初
め
て
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

と
い
ち
ん
さ
節
も
女
性
の
踊
り
手
に
よ
っ
て
踊
ら
れ
る
。
ト
イ
チ
ン
サ
と
は
、
五
箇
山
に
生
息
す
る
サ

イ
チ
ン
（
ミ
ソ
サ
ザ
イ
）
が
樋
や
か
け
い
を
伝
っ
て
餌
を
と
る
、
と
い
の
サ
イ
チ
ン
の
縮
ま
っ
た
名
称
で
、

サ
イ
チ
ン
の
よ
う
に
明
る
く
て
き
ぱ
き
と
よ
く
働
く
よ
う
に
と
願
い
を
込
め
て
口
ず
さ
ん
だ
と
い
わ
れ
る

労
働
歌
で
、
労
働
が
い
か
に
重
要
で
あ
っ
た
か
が
理
解
で
き
る
。
こ
の
踊
り
も
こ
き
り
こ
や
麦
屋
と
同
じ

く
良
く
踊
ら
れ
る
。
そ
れ
か
ら
先
ほ
ど
平
高
校
郷
土
芸
能
部
に
よ
っ
て
踊
ら
れ
た
お
小
夜
節
、
な
げ
節
か



ら
牛
追
い
の
歌
五
箇
山
追
分
へ
と
続
く
。
な
げ
節
も
五
箇
山
追
分
も
牛
方
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
た
。
牛
方
は

峠
を
牛
の
背
に
荷
物
を
載
せ
て
運
び
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
道
で
歌
っ
た
の
は
な
げ
節
で
、
坂
道
に
さ
し
か

か
っ
た
時
に
歌
っ
た
の
が
追
分
節
と
い
わ
れ
る
。
牛
方
は
五
箇
山
か
ら
城
端
ま
で
木
炭
、
和
紙
、
絹
な
ど

を
運
び
、
帰
り
は
城
端
か
ら
米
、
日
用
雑
貨
な
ど
を
運
ん
だ
。
男
性
の
踊
り
手
は
法
被
姿
で
手
に
縞
模
様

の
帯
を
持
ち
、
そ
れ
を
振
り
回
し
な
が
ら
踊
る
。
女
性
は
と
い
ち
ん
さ
の
時
と
同
じ
仕
事
着
で
手
踊
り
で

あ
る
。 

 

 
 

 
 

 
 

 

写
真
は
、
平
高
校
郷
土
芸
能
部
に
よ
る
こ
き
り
こ
。
女
性
の
踊
り
手
に
よ
る
麦
屋
。
こ
き
り
こ
唄
保
存
会

に
よ
る
神
楽
舞
。 

  

越
中
五
箇
山
こ
き
り
こ
唄
保
存
会
に
よ
る
神
楽
舞
が
次
に
演
じ
ら
れ
た
。
烏
帽
子
狩
衣
姿
の
女
性
が
踊

り
始
め
る
。
そ
れ
に
続
い
て
頭
に
か
ず
ら
紐
を
巻
き
、
シ
デ
紐
を
持
っ
た
女
性
の
踊
り
と
男
性
の
手
に
さ

さ
ら
を
持
ち
、
綾
蘭
笠
、
直
衣
指
貫
と
い
う
衣
装
で
、
迫
力
満
点
の
踊
り
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
か

ら
越
中
五
箇
山
麦
屋
節
保
存
会
に
よ
る
麦
屋
節
が
女
性
の
手
踊
り
も
含
め
て
踊
り
始
め
る
。
先
ほ
ど
神
殿

で
奉
納
さ
れ
た
早
麦
屋
を
再
度
披
露
す
る
。
こ
れ
は
女
性
の
か
い
が
い
し
さ
を
讃
え
た
仕
事
唄
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
「
古
代
神
」
（
こ
だ
い
じ
ん
）
は
、
以
前
、
こ
き
り
こ
祭
り
で
見
た
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
記
憶
に
な
か
っ
た
。
五
箇
山
か
ら
飛
騨
白
川
郷
に
伝
わ
っ
た
踊
り
で
、
い
で
た
ち
は
麦
屋
の
時
同
様
、

紋
付
き
袴
に
脇
差
を
差
し
、
編
み
笠
を
廻
し
て
踊
る
の
で
あ
る
。
四
つ
竹
節
は
、
女
性
の
踊
り
手
が
オ
レ

ン
ジ
色
の
直
衣
指
貫
と
い
う
格
好
で
、
四
つ
の
竹
を
打
ち
鳴
ら
し
な
が
ら
、
あ
で
や
か
に
踊
る
。
そ
れ
か

ら
「
小
代
神
」
は
、
先
ほ
ど
の
「
古
代
神
」
と
同
じ
衣
装
の
踊
り
で
、
そ
の
後
の
「
文
句
入
り
麦
屋
節
」

は
歌
詞
が
字
余
り
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
て
舞
台
共
演
を
終
了
し
総
踊
り
と
い
っ
て
、
観
客
も
踊
り
手
と
混
じ
っ
て
麦
屋
節
を
踊
る
の
で

あ
る
。
こ
き
り
こ
祭
り
に
参
加
し
た
時
も
、
最
後
に
さ
さ
ら
を
貸
し
て
も
ら
い
、
私
も
ほ
か
の
客
と
混
じ

っ
て
、
踊
り
手
か
ら
教
え
て
も
ら
い
な
が
ら
踊
っ
た
け
れ
ど
も
、
さ
す
が
に
麦
屋
節
は
か
な
り
運
動
神
経

を
要
す
る
よ
う
に
見
え
た
し
、
も
う
夜
も
遅
い
の
で
、
宿
に
迎
え
の
手
筈
を
取
っ
た
。 



 
九
月
二
四
日
（
月
）
。
麦
屋
祭
り
二
日
目
。 

 

こ
の
日
は
一
四
時
か
ら
越
中
五
箇
山
麦
屋
節
保
存
会
に
よ
る
、
男
性
の
傘
踊
り
が
先
ず
披
露
さ
れ
る
。

そ
の
後
笠
踊
り
コ
ン
ク
ー
ル
と
い
う
の
が
開
催
さ
れ
る
。
一
般
の
客
が
踊
り
を
舞
台
上
で
披
露
す
る
の
で

あ
り
、
舞
台
の
下
に
は
先
ほ
ど
の
保
存
会
の
踊
り
手
が
踊
る
の
で
あ
る
。
皆
、
上
手
に
踊
れ
て
お
り
、
い

わ
ゆ
る
全
く
踊
っ
た
こ
と
の
な
い
ど
素
人
の
参
加
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
な
い
。 

 

こ
の
後
は
昨
日
も
行
わ
れ
た
「
も
み
じ
民
謡
会
」
と
「
越
中
五
箇
山
麦
屋
節
保
存
会
」
に
よ
る
踊
り
が

行
わ
れ
る
。 

 

舞
台
共
演
が
一
八
時
三
十
分
か
ら
な
の
で
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
宿
に
戻
っ
て
早
め
の
夕
食
に
し
て
も
ら

い
、
再
度
宿
の
車
で
下
梨
に
舞
い
戻
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

舞
台
共
演
の
最
初
は
「
五
箇
山
民
謡
清
流
会
」
と
い
っ
て
、
平
高
校
郷
土
芸
能
部
の
Ｏ
Ｂ
た
ち
に
よ
っ

て
結
成
さ
れ
た
会
で
あ
り
、「
麦
屋
節
」
、「
お
小
夜
節
」
、
「
早
麦
屋
」
、「
こ
き
り
こ
節
」
と
立
て
続
け
に
踊

り
が
披
露
さ
れ
る
。
二
日
目
の
見
ど
こ
ろ
は
ゲ
ス
ト
で
参
加
し
て
い
る
隣
町
で
同
じ
く
世
界
遺
産
の
岐
阜

県
白
川
郷
「
白
川
村
荻
町
民
謡
保
存
会
」
と
や
は
り
五
箇
山
の
隣
、
利
賀
村
（
と
が
む
ら
）
「
利
賀
む
ぎ
や

節
保
存
会
」
の
舞
台
演
出
で
あ
る
。
白
川
郷
も
五
箇
山
と
同
じ
く
平
家
の
落
ち
武
者
伝
説
の
あ
る
所
で
あ

り
、
「
白
川
手
踊
り
」
と
「
白
川
お
け
さ
」
が
公
開
さ
れ
た
。
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
説
明
に
よ
る
と
、
「
お
け

さ
」
と
は
、
綺
麗
な
女
性
の
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
。
「
と
い
ち
ん
さ
」
の
時
と
同
じ
作
業
着
を
着
て
、

笠
を
廻
し
な
が
ら
て
き
ぱ
き
踊
る
。
こ
き
り
こ
祭
り
の
時
も
、
白
川
郷
の
民
謡
は
見
た
こ
と
が
あ
る
。
や

は
り
同
じ
く
世
界
遺
産
で
あ
り
、
隣
村
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
交
流
が
あ
る
の
か
と
感
じ
た
。
利
賀
の

踊
り
は
今
回
初
め
て
見
た
。
利
賀
の
こ
き
り
こ
は
「
七
寸
五
分
」
で
は
な
く
て
「
七
寸
三
分
」
だ
と
い
う

話
も
伺
っ
た
。
利
賀
の
長
麦
屋
節
は
、
オ
レ
ン
ジ
の
着
物
を
着
た
女
性
と
、
か
ず
ら
ひ
も
を
頭
に
巻
き
、

青
緑
色
に
白
の
着
物
を
着
た
女
性
の
傘
踊
り
で
あ
る
。
同
じ
「
長
麦
屋
」
で
も
、
衣
装
は
全
く
異
な
る
の

で
あ
る
。
次
の
「
こ
っ
き
り
こ
」
（
利
賀
で
は
こ
う
い
う
ら
し
い
）
で
は
、
五
箇
山
で
何
度
も
目
に
す
る
、

勇
壮
な
「
こ
き
り
こ
」
と
は
違
い
、
あ
ね
さ
ん
か
ぶ
り
を
し
た
女
性
た
ち
が
こ
き
り
こ
の
竹
を
鳴
ら
し
な

が
ら
踊
る
の
で
あ
る
。
「
こ
っ
き
り
こ
」
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
も
、
私
が
聞
い
て
知
っ
て
い
る
あ
の
有
名
な
こ
き

り
こ
と
は
全
然
異
な
る
の
で
あ
る
。
「
麦
屋
節
」
の
衣
装
、
笠
踊
り
は
同
じ
な
の
だ
が
、
や
は
り
麦
屋
節
も

途
中
で
急
に
早
く
な
る
の
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 

利
賀
村
の
麦
屋
節
と
、
「
こ
っ
き
り
こ
」
。
一
番
下
は
白
川
郷
の
白
川
お
け
さ
踊
り
。 



「
小
谷
麦
屋
保
存
会
」
は
五
箇
山
の
庄
川
下
流
の
小
谷
地
域
の
踊
り
で
、
「
お
た
ん
」
と
読
む
。
こ
れ
も
と

い
ち
ん
さ
の
よ
う
に
作
業
着
姿
の
女
性
に
よ
っ
て
女
性
に
よ
る
ゆ
っ
た
り
と
し
た
踊
り
で
あ
る
。 

 

こ
の
後
は
越
中
五
箇
山
麦
屋
節
保
存
会
に
よ
る
麦
屋
、
早
麦
屋
、
古
代
神
な
ど
、
昨
日
と
同
じ
踊
り
が

続
け
ら
れ
る
の
で
、
詳
細
は
割
愛
す
る
。
ま
た
舞
台
共
演
の
後
、
総
踊
り
が
行
わ
れ
る
の
も
一
緒
で
あ
る
。

当
然
、
私
は
踊
ら
ず
に
す
ぐ
に
宿
に
帰
っ
た
。 

 

こ
う
し
て
、
麦
屋
祭
り
は
終
了
し
た
の
で
あ
る
。
こ
き
り
こ
や
麦
屋
、
と
い
ち
ん
さ
な
ど
普
段
五
箇
山

で
目
に
す
る
踊
り
か
ら
、
古
代
神
、
小
代
神
な
ど
の
余
り
見
た
こ
と
も
な
い
踊
り
、
更
に
前
述
し
た
白
川

郷
の
踊
り
や
利
賀
村
の
少
し
異
な
っ
た
踊
り
も
比
較
し
な
が
ら
楽
し
め
る
の
で
あ
る
。
運
動
神
経
に
自
信

が
あ
り
、
民
謡
や
踊
り
の
好
き
な
方
は
、
最
後
の
総
踊
り
や
、
笠
踊
り
コ
ン
ク
ー
ル
に
参
加
し
て
み
る
の

も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。 

    

追
記
。 

 

今
回
も
、
麦
屋
祭
り
以
外
に
五
箇
山
で
体
験
し
た
こ
と
を
書
い
て
お
く
。 

 

相
倉
合
掌
造
り
集
落
内
に
「
勇
助
」
と
い
う
大
き
な
合
掌
造
り
の
民
宿
が
あ
る
。
こ
こ
が
今
年
の
四
月

か
ら
内
部
公
開
を
始
め
た
。
加
賀
藩
の
宮
大
工
に
よ
る
匠
の
技
を
間
近
で
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
明
治

元
年
に
建
て
ら
れ
た
の
で
、
約
一
四
五
年
を
経
過
し
て
い
る
。
各
部
屋
に
は
順
番
通
り
に
従
っ
て
見
て
い

く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
囲
炉
裏
の
前
で
他
の
見
学
者
や
宿
の
主
人
と
語
ら
い
、
二
階
の
屋
根
裏
部
屋
に

は
五
箇
山
の
四
季
を
写
し
た
写
真
の
数
々
や
、
民
具
が
展
示
し
て
あ
る
。
主
人
の
池
端
滋
氏
は
写
真
家
で

あ
る
。
事
前
予
約
は
必
要
な
い
か
ら
、
相
倉
に
来
た
ら
気
軽
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
時
間
は
一
〇
時
か

ら
一
五
時
ま
で
、
料
金
は
大
人
三
〇
〇
円
、
小
人
一
〇
〇
円
。
休
日
は
火
曜
と
お
盆
、
正
月
、
そ
の
他
家

や
村
の
行
事
の
時
で
あ
る
。
民
宿
で
も
あ
る
の
で
泊
ま
る
こ
と
も
で
き
る
。 

 

 
 

 

合
掌
造
り
民
宿
「
勇
介
」
の
外
観
、
室
内
の
一
部
、
二
階
屋
根
裏
部
屋
に
展
示
し
て
あ
る
写
真
の
数
々
。 



 
私
が
今
回
泊
ま
っ
た
「
弥
次
兵
衛
」
の
あ
る
上
梨
地
域
か
ら
少
し
奥
に
入
っ
た
所
に
大
き
な
旅
館
「
五

箇
山
荘
」
（
ご
か
さ
ん
そ
う
）
が
あ
る
。
私
は
弥
次
兵
衛
に
泊
ま
っ
た
時
は
、
こ
こ
の
温
泉
を
利
用
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
。
去
年
見
に
行
っ
た
南
京
玉
す
だ
れ
全
国
大
会
を
主
催
し
て
い
た
南
京
玉
す
だ
れ
協
会
の
方

と
五
箇
山
荘
の
取
締
役
の
大
瀬
雅
和
氏
が
顔
見
知
り
で
、
何
度
か
弥
次
兵
衛
に
来
て
い
た
の
で
、
私
も
大

瀬
氏
と
顔
見
知
り
に
な
っ
た
。
親
戚
の
大
瀬
國
隆
氏
と
も
顔
見
知
り
に
な
っ
た
の
で
、
い
つ
か
五
箇
山
荘

に
泊
ま
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
が
、
い
か
ん
せ
ん
値
段
が
高
く
て
い
つ
も
見
合
わ
せ
て
い
た
の
で
、
今
回
は

給
料
取
り
に
な
り
、
若
干
旅
費
に
余
裕
が
で
き
た
た
め
、
最
後
の
一
日
を
五
箇
山
荘
で
過
ご
し
た
。
五
箇

山
荘
は
高
台
に
あ
り
、
宿
か
ら
上
梨
地
区
が
パ
ノ
ラ
マ
風
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
部
屋
も
ゆ
っ
た
り
と

し
て
落
ち
着
い
て
お
り
、
温
泉
と
夕
食
は
清
流
懐
石
で
、
南
砺
市
産
こ
し
ひ
か
り
、
イ
ワ
ナ
の
塩
焼
き
や

秋
野
菜
の
天
ぷ
ら
、
牛
朴
葉
味
噌
焼
き
な
ど
が
楽
し
め
る
。 

思
い
切
っ
て
泊
ま
っ
て
よ
か
っ
た
と
痛
切
に
感
じ
た
。
来
年
も
予
算
に
余
裕
が
あ
っ
た
ら
、
是
非
泊
ま
り

た
い
。 

   

一
〇
月
一
三
日
と
十
四
日
、
神
奈
川
県
川
崎
市
立
日
本
民
家
園
に
て
五
箇
山
の
観
光
Ｐ
Ｒ
と
物
産
販
売

が
行
わ
れ
た
。
川
崎
市
立
日
本
民
家
園
に
は
、
「
江
向
家
」
を
含
め
、
四
件
の
合
掌
造
り
民
家
が
移
築
展
示

さ
れ
て
い
る
。
中
に
は
ダ
ム
建
設
の
た
め
湖
底
に
沈
ん
だ
桂
集
落
に
あ
っ
た
「
山
田
家
」
、
利
賀
村
か
ら
移

築
し
た
「
野
原
家
」
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
国
や
県
の
重
要
文
化
財
に
認
定
さ
れ
て
い
る
。
合
掌
造
り
の
隣

に
「
佐
々
木
家
」
が
あ
り
、
庭
で
麦
屋
節
と
こ
き
り
こ
節
、
と
い
ち
ん
さ
節
が
披
露
さ
れ
た
。
ま
だ
五
箇

山
か
ら
帰
っ
て
そ
う
日
が
経
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
見
に
行
っ
た
。
当
日
そ
の
場
所
は
五
箇
山
民
謡
が
流

れ
、
五
箇
山
の
物
産
が
販
売
さ
れ
て
お
り
、
五
箇
山
の
お
土
産
屋
さ
ん
に
で
も
入
り
込
ん
だ
よ
ぅ
な
錯
覚

に
陥
っ
た
。
ま
た
五
箇
山
の
定
番
、
イ
ワ
ナ
の
塩
焼
き
も
販
売
さ
れ
て
お
り
、
周
囲
に
に
お
い
が
充
満
し

て
い
た
。
麦
屋
節
の
踊
り
手
の
一
人
が
、
私
が
お
世
話
に
な
っ
た
「
弥
次
兵
衛
」
の
息
子
さ
ん
で
あ
る
こ

と
が
分
か
り
、
終
わ
っ
て
か
ら
挨
拶
を
し
に
行
っ
た
。
移
築
さ
れ
た
と
は
い
え
、
合
掌
造
り
を
背
景
に
懐

か
し
い
踊
り
を
拝
見
し
て
、
有
意
義
な
ひ
と
と
き
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
た
。 

 
 

 



各
種
デ
ー
タ
ー 

越
中
・
飛
騨
観
光
圏 

五
箇
山
観
光
総
合
案
内
所 

 

電
話
番
号 
〇
七
六
三
‐
六
六
‐
二
四
六
八 

Ｆ
Ａ
Ｘ 

〇
七
六
三
‐
六
六
‐
二
四
六
九 

営
業
時
間 

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
。
年
末
年
始
も
開
館
。 

Ｕ
Ｒ
Ｌ 

http://w
w

w.gokayam
a-info.jp/  

  

合
掌
民
宿
「
勇
助
」 

電
話
番
号 

〇
七
六
三
‐
六
六
‐
二
五
五
五 

Ｆ
Ａ
Ｘ 

〇
七
六
三
‐
六
六
‐
二
五
七
八 

一
泊
二
食 

大
人
八
四
〇
〇
円
、
小
人
六
八
〇
〇
円
。
冬
期
は
暖
房
費
と
し
て
五
〇
〇
円
。 

Ｕ
Ｒ
Ｌ http://w

w
w

2.ne.jp/~dhayashi/ 
  

五
箇
山
温
泉
・
国
民
宿
舎 

五
箇
山
荘 

電
話
番
号 

〇
七
六
三
‐
六
六
‐
二
三
一
六 

Ｆ
Ａ
Ｘ 

〇
七
六
三
‐
六
六
‐
二
七
一
七 

一
泊
二
食
、
入
湯
税
込
、
一
二
七
五
〇
円
（
タ
イ
プ
別
部
屋
に
よ
り
、
若
干
料
金
が
異
な
り
ま
す
。
） 

チ
ェ
ッ
ク
イ
ン 

午
後
一
五
時
。 

チ
ェ
ッ
ク
ア
ウ
ト 

午
前
一
〇
時
。 

Ｕ
Ｒ
Ｌ http://w

w
w.gokasansou.com

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

川
崎
市
立
日
本
民
家
園 

電
話
番
号 

〇
四
四
‐
九
二
二
‐
二
一
八
一 

Ｆ
Ａ
Ｘ
〇
四
四
‐
九
三
四
‐
八
六
五
二 

開
園
時
間 

午
前
九
時
三
〇
分
か
ら
午
後
一
七
時
ま
で
。
（
十
一
月
～
二
月
は
午
後
十
六
時
三
〇
分
ま
で
） 

入
園
料 

( 
)

内
は
団
体
料
金
。
一
般
五
〇
〇
円
（
四
〇
〇
円
） 

高
校
・
大
学
生
三
〇
〇
円
（
二
四
〇
円
）

川
崎
市
在
住
の
方
、
中
学
生
以
下
、
障
が
い
者
は
無
料
。 

休
園
日 

毎
週
月
曜
日
。
（
月
曜
日
が
祝
日
の
場
合
は
翌
火
曜
日
）
。
祝
日
の
翌
日
（
祝
日
の
翌
日
が
土
・

日
の
場
合
は
開
園
）
。
年
末
年
始
。 

Ｕ
Ｒ
Ｌ http://w

w
w.city.kaw

asaki.jp/880/ 

川
崎
市
教
育
委
員
会
、
日
本
民
家
園
。 

  

合
掌
民
宿
「
弥
次
兵
衛
」 

電
話
番
号 

〇
七
六
三
‐
六
六
‐
二
六
三
九 

Ｆ
Ａ
Ｘ 

〇
七
六
三
‐
六
六
‐
二
九
一
五 

一
泊
二
食 

七
三
五
〇
円 

 


