
秋
の
五
箇
山
和
紙
祭
り
体
験
記 

 

岡 

哲
文 

 

二
〇
一
三
年
一
〇
月
五
日
～
六
日
。
五
箇
山
和
紙
の
里
に
て
開
催
。 

  

昨
年
九
月
下
旬
に
麦
屋
祭
り
を
見
に
行
く
た
め
に
五
箇
山
を
訪
問
し
た
時
、
地
元
の
人
の
会

話
が
耳
に
入
っ
た
。
「
来
月
上
旬
に
は
和
紙
祭
り
が
始
ま
る
か
ら
…
」。 

五
箇
山
で
和
紙
の
祭
り
が
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
た
。
な
ら
ば
、
来
年
は
和
紙
祭
り
を
見

に
行
く
こ
と
決
定
と
ば
か
り
に
、
そ
の
場
で
来
年
の
予
定
を
決
め
て
し
ま
っ
た
。 

 

因
み
に
和
紙
祭
り
の
会
場
に
な
る
「
五
箇
山
和
紙
の
里
」
は
、
上
梨
や
菅
沼
と
い
っ
た
五

箇
山
の
観
光
地
か
ら
離
れ
て
お
り
、
し
か
も
唯
一
の
路
線
バ
ス
の
加
越
能
バ
ス
が
通
っ
て
い

な
い
。
レ
ン
タ
カ
ー
が
利
用
で
き
な
い
な
ら
、
加
越
能
交
通
バ
ス
下
梨
か
ら
、
南
砺
市
が
オ

ン
デ
マ
ン
ド
で
運
行
し
て
い
る
市
営
バ
ス
に
乗
っ
て
い
く
し
か
方
法
が
な
い
。
勿
論
、
便
数

が
そ
ん
な
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
私
も
五
箇
山
に
何
度
も
訪
問
し
て
い
る
割
に
は
、

一
回
し
か
行
っ
た
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
当
日
は
祭
り
の
参
加
者
向
け
に
、
南
砺
市
営
バ

ス
が
一
日
に
数
本
の
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
を
走
ら
せ
て
い
る
の
で
、
両
日
、
往
復
そ
れ
に
乗
る
こ

と
に
し
た
。
和
紙
祭
り
は
今
年
で
二
三
回
目
を
む
か
え
る
。 

  

猛
暑
の
夏
を
通
り
越
し
、
も
う
涼
し
い
季
節
だ
ろ
う
と
思
い
込
み
、
長
袖
を
沢
山
持
っ
て

行
っ
た
が
、
一
〇
月
な
の
に
猛
暑
み
た
い
な
気
候
で
、
一
枚
し
か
持
っ
て
こ
な
か
っ
た
半
袖

ば
か
り
着
て
い
た
。
会
場
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
や
舞
台
上
の
人
た
ち
も
ま
た
半
袖
や
ノ
ー
ス
リ
ー

ブ
の
女
性
も
目
に
付
い
た
。 

  

五
箇
山
和
紙
は
塩
硝
（
五
箇
山
で
は
煙
硝
に
塩
の
字
を
あ
て
る
た
め
、
こ
の
稿
で
も
あ
え

て
塩
の
字
を
使
用
す
る
こ
と
に
す
る
。
）
、
養
蚕
と
並
ん
で
、
昔
か
ら
有
名
な
主
要
産
業
の
一

つ
で
あ
っ
た
。
五
箇
山
は
平
家
落
人
の
里
と
し
て
有
名
で
あ
り
、
五
箇
山
和
紙
は
都
か
ら
伝

え
ら
れ
た
文
化
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
は
冬
仕
事
と
し
て
、
各
家
庭
で
行
わ
れ
て
お
り
、

江
戸
時
代
に
は
半
紙
判
が
作
ら
れ
、
仏
閣
、
障
子
な
ど
に
使
わ
れ
た
。
ま
た
加
賀
二
代
藩
主
・

前
田
利
長
公
に
中
折
紙
が
贈
ら
れ
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
、
以
来
、
五
箇
山
和
紙
は
加
賀
藩

の
手
厚
い
保
護
を
受
け
て
発
展
し
、
良
質
な
和
紙
の
産
地
と
し
て
現
代
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

今
の
作
り
方
に
な
っ
た
の
は
明
治
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
、
戦
後
、
村
出
身
の
有
志
に
よ
っ

て
組
合
が
作
ら
れ
た
。
京
都
の
桂
離
宮
の
解
体
修
理
の
際
、
特
別
に
指
名
さ
れ
た
こ
と
か
ら

も
、
そ
の
質
の
高
さ
が
う
か
が
え
る
。
五
箇
山
和
紙
は
、
八
尾
和
紙
、
蛭
谷
和
紙
と
共
に
「
越

中
和
紙
」
の
名
で
国
の
伝
統
的
工
芸
品
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。 



 
ま
ず
一
〇
月
五
日
土
曜
日
、
第
一
日
目
。 

 
 

会
場
と
な
る
五
箇
山
和
紙
の
里
は
、
道
の
駅
た
い
ら
に
併
設
さ
れ
て
お
り
、
和
紙
体
験
館
、

和
紙
工
芸
館
、
さ
ら
に
少
し
歩
い
た
所
に
た
い
ら
郷
土
資
料
館
が
あ
る
。
和
紙
体
験
館
は
合

掌
造
り
民
家
で
、
一
階
で
和
紙
漉
き
体
験
コ
ー
ナ
ー
、
二
階
で
は
ち
ぎ
り
絵
の
展
示
を
行
っ

て
い
る
。
ち
ぎ
り
絵
展
示
は
、
前
述
し
た
た
い
ら
郷
土
資
料
館
の
二
階
で
も
開
催
さ
れ
て
お

り
、
期
間
中
は
郷
土
資
料
館
の
入
館
料
は
無
料
に
な
る
。
出
展
作
品
は
全
部
で
一
七
〇
品
。

道
の
駅
た
い
ら
で
は
展
示
・
販
売
コ
ー
ナ
ー
が
あ
り
、
道
の
駅
た
い
ら
で
は
情
報
コ
ー
ナ
ー

が
あ
る
。
そ
れ
に
沿
っ
て
ト
イ
レ
や
土
産
物
店
、
食
事
処
な
ど
が
連
な
っ
て
い
る
。 

 

当
日
、
和
紙
の
里
に
は
「
五
箇
山
和
紙
の
里
」
と
い
う
オ
レ
ン
ジ
の
幟
と
、「
一
七
回 

ち

ぎ
り
絵
展
」
と
い
う
紫
の
幟
が
翻
っ
て
お
り
、
会
場
内
に
テ
ン
ト
が
建
て
ら
れ
、
ひ
ょ
う
た

ん
作
り
や
ち
ぎ
り
絵
体
験
、
ま
た
は
ジ
ュ
ー
ス
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
、
焼
き
鳥
な
ど
と
い
っ

た
軽
食
を
販
売
す
る
所
も
あ
っ
た
。 

 

 
 

 

合
掌
造
り
の
和
紙
体
験
館
の
外
観
。
大
賞
を
取
っ
た
作
品
「
ち
ょ
っ
と
楽
し
い
よ
」
と
、
私
が
気
に
入

っ
た
作
品
、「
あ
れ
な
ー
に
」
。
（
い
ず
れ
も
ち
ぎ
り
絵
で
す
。
） 

  

ち
ぎ
り
絵
の
作
品
は
ど
れ
も
す
ご
く
精
巧
で
、
近
く
で
見
な
い
と
水
彩
画
か
油
絵
と
見
間

違
え
て
も
お
か
し
く
な
い
作
品
が
多
い
。
和
紙
が
つ
む
ぎ
だ
す
芸
術
作
品
で
あ
る
。
作
者
の

根
気
と
芸
術
性
の
高
さ
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 

会
場
の
舞
台
に
は
上
に
「
一
人
、
技
、
温
も
り
」
と
い
う
青
文
字
が
、
そ
し
て
「
五
箇
山

和
紙
祭
り
」
と
真
ん
中
に
茶
色
の
文
字
で
書
い
て
あ
り
、
右
上
に
「
主
催 

五
箇
山
和
紙
祭

り
実
行
委
員
会
」
と
書
い
て
あ
る
。
舞
台
背
景
は
相
倉
集
落
の
絵
で
、
五
箇
山
の
民
謡
が
流

れ
て
い
る
。 

 

最
初
に
、
越
中
五
箇
山
こ
き
り
こ
唄
保
存
会
に
よ
る
こ
き
り
こ
の
披
露
が
行
わ
れ
る
。 

ナ
レ
ー
タ
ー
の
女
性
か
ら
こ
き
り
こ
唄
の
時
の
楽
器
、
鍬
が
ね
や
擦
り
ざ
さ
ら
、
棒
ざ
さ
ら

な
ど
の
鳴
ら
し
方
の
説
明
を
受
け
た
。
こ
き
り
こ
唄
の
由
来
な
ど
も
説
明
が
な
さ
れ
た
。
そ

の
後
は
、
舞
台
上
で
こ
き
り
こ
節
が
踊
ら
れ
た
。
ま
ず
は
女
性
の
シ
デ
踊
り
が
披
露
さ
れ
た
。

青
い
着
物
に
鉢
巻
の
よ
う
な
か
ず
ら
ひ
も
を
し
て
、
両
端
に
和
紙
で
作
っ
た
シ
デ
が
つ
い
た



こ
き
り
こ
竹
を
持
ち
な
が
ら
踊
る
。
そ
の
後
は
あ
の
勇
壮
な
男
性
の
オ
レ
ン
ジ
の
指
貫
と
直

衣
、
綾
蘭
笠
に
さ
さ
ら
を
持
っ
た
踊
り
が
続
け
て
踊
ら
れ
た
。 

  

こ
き
り
こ
の
披
露
が
終
わ
っ
た
ら
、
続
い
て
第
一
六
回
、
全
国
和
紙
ち
ぎ
り
絵
展
の
表
彰

式
が
行
わ
れ
た
。
大
賞
、
優
秀
賞
か
ら
伝
統
技
能
賞
、
奨
励
賞
、
北
日
本
新
聞
社
賞
な
ど
、

細
か
い
賞
が
沢
山
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
受
賞
者
が
賞
状
を
授
与
さ
れ
た
。 

 
 

 

女
性
の
シ
デ
踊
り
。
ち
ぎ
り
絵
の
受
賞
者
と
、
南
砺
市
市
長
を
含
め
た
受
賞
者
の
集
合
写
真
。 

  

舞
台
上
で
ま
た
民
謡
が
披
露
さ
れ
た
。「
清
流
会
」
と
い
っ
て
、
地
元
平
高
校
郷
土
芸
能
部

Ｏ
Ｂ
に
よ
る
麦
屋
節
、
お
小
夜
、
こ
き
り
こ
節
が
踊
ら
れ
た
。
去
年
の
麦
屋
祭
り
の
紀
行
文

で
も
書
い
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
平
高
校
は
唯
一
郷
土
芸
能
部
が
存
在
す
る
高
校
と
し
て
有
名

で
、
そ
の
レ
ベ
ル
は
高
く
、
東
京
で
も
公
開
さ
れ
て
い
る
。
地
元
に
伝
わ
る
芸
能
を
若
い
世

代
に
伝
え
て
い
き
、
若
い
側
も
そ
れ
を
自
分
が
伝
承
し
て
い
こ
う
と
い
う
気
持
ち
が
伝
わ
る

話
で
あ
る
。 

 

一
五
時
三
〇
分
を
過
ぎ
て
か
ら
餅
つ
き
大
会
が
行
わ
れ
る
。
し
か
し
、
件
の
シ
ャ
ト
ル
バ

ス
は
一
五
時
四
五
分
が
最
終
な
の
で
、
餅
つ
き
を
見
る
時
間
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
予
定
通
り

シ
ャ
ト
ル
バ
ス
に
乗
り
込
み
、
下
梨
ま
で
走
っ
て
も
ら
い
、
下
梨
か
ら
は
宿
の
車
に
迎
え
に

来
て
も
も
ら
っ
た
。 

 

一
〇
月
六
日
日
曜
日
、
二
日
目
。 

  

こ
の
日
も
、
前
日
と
同
じ
く
快
晴
で
暑
く
、
半
袖
で
過
ご
し
た
。
前
日
、
会
場
近
く
の
蕎

麦
屋
で
お
昼
を
食
べ
た
ら
、
夕
食
近
く
に
空
腹
を
覚
え
、
宿
の
夕
食
を
大
食
い
し
て
し
ま
っ

た
た
め
に
、
き
ち
ん
と
し
た
お
昼
ご
飯
を
食
べ
て
お
こ
う
と
、
下
梨
で
の
待
ち
時
間
を
利
用

し
て
下
梨
で
昼
に
し
た
。
お
昼
ご
飯
を
食
べ
た
店
の
駐
車
場
内
で
麦
屋
節
が
公
開
さ
れ
て
い

た
。
こ
れ
は
毎
週
土
日
に
下
梨
で
行
わ
れ
る
。
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
に
乗
り
込
ん
で
会
場
に
向
か

っ
た
が
、
開
始
ま
で
時
間
が
か
な
り
あ
っ
た
た
め
、
ち
ぎ
り
絵
展
を
も
う
一
度
ゆ
っ
く
り
見



て
か
ら
、
和
紙
の
里
で
紙
漉
き
体
験
を
行
っ
た
。
は
が
き
作
り
は
三
枚
で
五
〇
〇
円
。
型
は

木
組
み
で
で
き
て
い
る
か
ら
、
は
が
き
内
に
入
れ
る
模
様
な
ど
は
自
分
で
選
ん
で
作
る
。
ス

タ
ッ
フ
が
レ
ク
チ
ャ
ー
し
て
く
れ
る
の
で
簡
単
に
作
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一
三
時
よ
り
開
始
さ
れ
る
。
最
初
に
砺
波
地
区
社
会
人
バ
ン
ド
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
コ
ン
サ
ー

ト
に
よ
る
演
奏
が
行
わ
れ
る
。
砺
波
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
区
か
ら
集
ま
っ
た
メ
ン
バ
ー
で
、
全

員
私
服
、
中
に
は
ノ
ー
ス
リ
ー
ブ
の
女
性
も
い
た
。
南
砺
市
の
「
緑
の
歌
」
の
演
奏
か
ら
始

ま
っ
て
、
子
供
用
に
「
夢
を
か
な
え
て
ド
ラ
え
も
ん
の
歌
」
、
Ａ
Ｋ
Ｂ
４
８
の
「
恋
す
る
フ
ォ

ー
チ
ュ
ン
ク
ッ
キ
ー
」
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
朝
の
連
続
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
「
あ
ま
ち
ゃ
ん
」
の
テ
ー
マ
曲

と
続
い
た
。
あ
い
に
く
私
は
ど
の
曲
も
殆
ど
知
ら
ず
、
初
め
て
聞
く
曲
ば
か
り
だ
っ
た
。
続

い
て
演
歌
メ
ド
レ
ー
が
演
奏
さ
れ
、「
北
国
の
春
」
、「
北
酒
場
」
、「
川
の
流
れ
の
よ
う
に
」
へ

と
演
奏
が
続
い
た
。
私
は
演
歌
に
は
疎
い
け
ど
、
さ
す
が
に
こ
れ
ら
の
曲
は
聞
い
た
こ
と
が

あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
東
日
本
大
震
災
復
興
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
テ
ー
マ
曲
「
花
は
咲
く
」
も
有

名
で
あ
る
。 

 
 

 

自
分
で
作
っ
た
五
箇
山
和
紙
の
は
が
き
。
社
会
人
バ
ン
ド
の
演
奏
。
下
梨
で
披
露
さ
れ
た
麦
屋
踊
り
。 

  

続
い
て
餅
つ
き
が
行
わ
れ
た
。
昨
日
は
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
の
時
間
が
あ
っ
て
、
餅
つ
き
を
見

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
今
日
は
見
る
こ
と
が
で
き
て
、
勿
論
食
べ
る
こ
と
も

可
で
あ
っ
た
。
杵
で
餅
を
つ
き
た
い
人
た
ち
が
前
に
出
て
き
て
、
司
会
者
か
ら
色
々
質
問
を

受
け
て
い
た
。
そ
の
中
に
広
島
か
ら
来
た
男
性
も
い
た
。
老
若
男
女
、
一
列
に
並
ん
で
き
な

粉
ま
ぶ
し
の
餅
を
も
ら
う
。 

 

舞
台
上
で
は
、
小
谷
（
お
た
ん
）
麦
屋
節
保
存
会
に
よ
る
民
謡
踊
り
披
露
が
行
わ
れ
た
。

五
箇
山
と
は
赤
尾
谷
、
上
梨
谷
、
下
梨
谷
、
小
谷
、
利
賀
谷
の
五
つ
の
谷
の
総
称
で
、
そ
の

中
の
一
つ
、
小
谷
の
麦
屋
節
で
あ
る
。
保
存
会
の
方
よ
り
、
民
謡
の
歌
詞
に
つ
い
て
の
説
明

が
な
さ
れ
た
。
小
谷
麦
屋
節
以
外
に
も
、
麦
屋
節
、
古
代
神
、
小
代
神
、
小
谷
麦
屋
本
踊
り

と
続
い
た
。 



 
 

 

小
谷
麦
屋
を
踊
る
女
性
た
ち
。
次
は
女
性
の
麦
屋
踊
り
。
オ
ー
プ
ン
し
た
ば
か
り
の
喜
茶 

和
「
で
で

れ
こ
で
ん
」。 

  

そ
れ
が
終
わ
っ
た
ら
、
舞
台
で
の
催
し
は
終
了
す
る
。
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
の
発
車
時
刻
ま
で

時
間
が
あ
っ
た
か
ら
、
切
り
絵
の
展
示
会
と
周
辺
施
設
を
み
て
回
っ
た
。
ま
た
、
私
は
も
う

ず
い
ぶ
ん
前
に
、
一
度
こ
の
郷
土
資
料
館
を
見
た
だ
け
だ
っ
た
の
で
、
も
う
一
度
ゆ
っ
く
り

み
た
い
と
い
う
の
も
あ
っ
た
し
、
私
自
身
が
過
去
に
遺
跡
発
掘
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
い
た

か
ら
、
縄
文
時
代
の
五
箇
山
の
歴
史
と
か
を
知
り
た
い
と
思
い
、
ゆ
っ
く
り
見
て
回
っ
た
。

五
箇
山
で
発
見
さ
れ
た
縄
文
式
土
器
以
外
に
、
江
戸
時
代
に
行
わ
れ
て
い
た
、
塩
硝
や
和
紙

の
製
造
過
程
も
詳
し
く
展
示
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

こ
う
し
て
、
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
に
乗
り
込
み
、
和
紙
祭
り
会
場
を
後
に
し
て
宿
に
戻
っ
た
。

場
所
が
五
箇
山
の
中
心
か
ら
ず
れ
て
い
る
か
ら
、
余
り
人
が
来
な
い
の
か
と
思
っ
た
が
、
土

日
だ
っ
た
た
め
か
、
近
隣
の
み
な
ら
ず
全
国
か
ら
沢
山
の
人
が
訪
れ
て
お
り
、
昨
年
の
麦
屋

祭
り
と
は
違
っ
た
楽
し
み
方
が
で
き
る
祭
り
で
あ
っ
た
。 

 

つ
い
で
な
が
ら
、
こ
の
先
に
「
ゆ
～
楽
」
と
い
う
温
泉
施
設
が
あ
る
。
そ
こ
に
も
、
件
の

シ
ャ
ト
ル
バ
ス
で
し
か
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
。（
宿
の
車
で
送
迎
し
て
も
ら
え
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
）
、
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
は
平
日
の
み
の
運
行
だ
が
、
道
の
駅
平
に
寄
っ
て
、
更
に
ゆ
～
楽

に
も
よ
っ
て
と
い
う
設
定
が
で
き
な
い
か
ら
、
私
は
つ
い
つ
い
温
泉
の
方
に
行
っ
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
今
回
は
ゆ
っ
く
り
和
紙
の
里
の
施
設
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
た
。 

  

和
紙
祭
り
以
外
の
こ
と
だ
が
、
五
箇
山
の
上
梨
地
区
、
一
際
大
き
な
合
掌
造
り
の
「
村
上

家
」
や
同
じ
合
掌
造
り
の
「
五
箇
山
総
合
案
内
所
」
、
そ
の
他
お
土
産
物
屋
や
宿
、
そ
ば
屋
な

ど
が
軒
を
連
ね
る
中
に
、
オ
ー
プ
ン
し
た
ば
か
り
の
喫
茶
店
「
喜
茶 

和 

で
で
れ
こ
で
ん
」

が
あ
る
。「
五
箇
山
総
合
案
内
所
」
の
隣
、
白
い
合
掌
造
り
の
屋
根
の
よ
う
な
建
物
が
そ
れ
で

あ
る
。 



 
メ
ニ
ュ
ー
は
栃
餅
の
ぜ
ん
ざ
い
や
、
五
箇
山
豆
腐
の
豆
乳
を
使
っ
た
ス
イ
ー
ツ
な
ど
が
味

わ
え
る
。
コ
ー
ヒ
ー
と
ケ
ー
キ
を
食
べ
な
が
ら
、
オ
ー
ナ
ー
の
大
瀬
さ
ん
と
語
ら
い
な
が
ら

ゆ
っ
く
り
時
を
過
ご
す
。
相
倉
で
合
掌
造
り
を
見
て
、
上
梨
で
村
上
家
に
立
ち
寄
り
、
そ
の

足
で
こ
の
店
に
立
ち
寄
っ
て
ゆ
っ
た
り
過
ご
す
の
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。 

   

追
記
。
（
五
箇
山
、
白
川
郷
以
外
の
合
掌
造
り
民
家
）
。 

 

私
の
手
許
に
『
明
治
村
か
ら
江
戸
東
京
た
て
も
の
園
ま
で
全
国
三
五
館 

た
て
も
の
野
外

博
物
館
探
見 

文
、
平
岡
祐 

巻
頭
、
藤
森
照
信 

Ｊ
Ｔ
Ｂ
』
と
い
う
本
が
あ
る
。
目
下
絶

版
で
、
ア
マ
ゾ
ン
な
ど
を
経
由
し
て
で
し
か
入
手
で
き
な
い
。
今
回
の
旅
行
は
五
箇
山
に
来

る
前
に
飛
騨
荘
川
か
ら
白
川
郷
を
経
由
し
た
。
そ
の
理
由
は
荘
川
に
あ
る
「
荘
川
の
里
」
の

こ
と
を
知
っ
た
か
ら
で
あ
る
。（
詳
し
く
は
こ
の
和
紙
祭
り
と
は
別
個
に
独
立
し
て
文
章
化
し

ま
す
。
） 

 

荘
川
の
里
に
つ
い
て
の
記
述
を
読
ん
で
い
た
時
に
、
偶
々
「
富
山
市
民
俗
民
芸
村
」
と
い

う
施
設
の
記
述
が
目
に
入
っ
た
。
そ
こ
に
は
五
箇
山
以
外
の
場
所
か
ら
移
築
し
た
合
掌
造
り

が
展
示
さ
れ
て
い
る
と
書
か
れ
て
い
た
た
め
、
早
速
ネ
ッ
ト
で
検
索
を
か
け
て
み
た
。（
当
本

は
初
版
が
二
〇
〇
〇
年
の
た
め
、
掲
載
さ
れ
て
い
る
施
設
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
等
は

記
さ
れ
て
い
な
い
）
。
五
箇
山
で
の
和
紙
祭
り
が
終
わ
っ
た
翌
日
、
一
〇
月
八
日
に
取
材
を
申

し
込
ん
だ
。 

五
箇
山
で
最
後
に
宿
泊
し
た
五
箇
山
荘
で
は
、
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
城
端
駅
ま
で
の
送
迎
を

行
っ
て
い
る
。
今
回
は
そ
れ
を
利
用
し
た
た
め
、
城
端
線
、
北
陸
本
線
へ
の
接
続
が
思
っ
た

以
上
に
早
く
、
お
昼
頃
に
富
山
市
内
に
つ
い
て
し
ま
っ
た
。
然
も
天
気
予
報
に
よ
る
と
、
翌

日
九
日
は
大
雨
に
な
る
で
し
ょ
う
と
の
こ
と
、
雨
の
中
の
取
材
で
は
、
私
だ
け
で
な
く
て
学

芸
員
さ
ん
に
も
迷
惑
が
か
か
る
た
め
、
晴
天
の
そ
の
日
に
急
き
ょ
無
理
言
っ
て
日
程
調
整
を

し
て
い
た
だ
い
た
。
案
の
定
、
そ
の
日
も
蒸
し
暑
い
日
だ
っ
た
。 

富
山
駅
前
の
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
か
ら
富
山
地
電
バ
ス
呉
羽
老
人
セ
ン
タ
ー
行
き
の
バ
ス
と
、

駅
前
ｃ
ｉ
ｃ
ビ
ル
横
（
富
山
エ
ク
セ
ル
ホ
テ
ル
東
急
前
）
か
ら
、
富
山
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
バ
ス

～
ぐ
る
り
ん
～
に
乗
っ
て
行
く
二
つ
の
ル
ー
ト
が
あ
る
が
、
路
線
バ
ス
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
バ

ス
、
ど
れ
も
ほ
ぼ
一
時
間
に
一
本
し
か
な
い
、
一
番
早
い
時
間
の
ぐ
る
り
ん
に
乗
車
す
る
。 

富
山
民
俗
村
が
バ
ス
の
車
窓
か
ら
見
え
て
き
た
。
山
の
中
腹
み
た
い
な
場
所
に
、
大
き
な

か
や
ぶ
き
の
合
掌
造
り
建
物
が
民
俗
合
掌
館
で
あ
る
。
屋
根
の
茅
も
き
れ
い
に
ふ
い
て
お
り
、

壁
も
汚
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
料
金
を
払
い
、
学
芸
員
の
方
か
ら
説
明
を
受
け
た
。 



 
 

 

民
俗
合
掌
館
の
屋
根
の
前
に
木
が
生
え
て
い
る
。
内
部
の
箱
階
段
は
飛
騨
よ
り
、
そ
の
他
保
存
状
態
の

良
い
民
具
。 

富
山
市
民
芸
合
掌
館
の
古
民
家
、
旧
山
岸
家
は
、
江
戸
時
代
末
期
に
富
山
県
富
山
市
山
田

数
納
（
す
の 

旧
山
田
村
）
に
建
て
ら
れ
て
い
た
の
を
、
一
九
六
八
年
（
昭
和
四
三
）
に
、

こ
の
地
へ
移
築
し
た
平
入
の
合
掌
造
り
で
り
あ
り
、
豪
雪
や
風
雨
に
耐
え
る
巨
大
な
柱
や
梁

の
用
材
は
主
に
ケ
ヤ
キ
で
、
建
築
に
八
年
を
要
し
た
。
旧
山
田
村
数
納
の
地
図
が
民
家
内
に

展
示
さ
れ
て
い
た
が
、
五
箇
山
の
隣
、
南
砺
市
の
利
賀
（
旧
利
賀
村
）
に
近
く
、
お
そ
ら
く

そ
れ
の
影
響
が
あ
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
昨
年
の
麦
屋
祭
り
の
記
事
で
紹
介
し
た
、
神
奈

川
県
の
川
崎
市
立
日
本
民
家
園
に
旧
利
賀
村
か
ら
移
築
し
た
旧
野
原
家
が
あ
る
以
外
に
、
私

は
利
賀
の
合
掌
造
り
古
民
家
を
見
た
こ
と
が
な
い
。
ま
た
現
在
の
利
賀
に
は
合
掌
造
り
は
な

い
。
昔
は
五
箇
山
以
外
の
近
隣
の
村
々
で
は
戦
後
し
ば
ら
く
ま
で
、
合
掌
造
り
家
屋
が
存
在

し
て
い
た
。 

 
 

 

旧
山
岸
家
内
部
の
囲
炉
裏
、
部
屋
、
掛
け
軸
が
立
派
な
落
ち
着
く
和
室
。 

 

そ
こ
か
ら
次
の
「
富
山
市
民
俗
資
料
館
」
へ
移
る
。
こ
こ
も
大
き
な
か
や
ぶ
き
民
家
で
、

私
が
訪
問
し
た
時
は
「
船
頭
の
船
箪
笥
」
と
い
う
企
画
イ
ベ
ン
ト
を
行
っ
て
お
り
、
入
口
の

前
に
赤
い
旧
型
の
円
柱
状
の
ポ
ス
ト
が
目
に
入
っ
て
き
た
。
旧
谷
浦
家
住
宅
で
、
昭
和
四
九

年
に
富
山
市
山
田
中
村
（
旧
山
田
村
）
に
あ
っ
た
農
家
住
宅
で
、
江
戸
時
代
後
期
に
建
築
さ



れ
た
。
合
掌
造
り
で
も
屋
根
裏
二
階
部
に
窓
が
あ
る
が
、
こ
の
民
家
も
小
さ
な
窓
を
持
っ
て

い
る
。
こ
の
窓
は
、
こ
の
後
に
述
べ
る
荘
川
系
の
古
民
家
で
も
同
じ
も
の
が
あ
っ
た
。
五
箇

山
や
白
川
郷
と
同
じ
く
、
こ
の
民
で
も
屋
根
裏
で
養
蚕
や
作
業
に
使
わ
れ
て
い
て
、
採
光
、

通
風
の
役
割
を
担
っ
た
。 

一
階
は
主
に
衣
食
住
を
中
心
と
す
る
生
活
用
具
や
祭
礼
用
具
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。
一
つ

一
つ
に
紙
で
名
札
み
た
い
な
の
が
つ
い
て
い
る
。
今
ま
で
都
内
や
他
県
の
古
民
家
を
見
て
き

た
が
、
こ
の
よ
う
な
紙
を
貼
っ
て
い
る
所
も
あ
る
、
大
体
、
地
元
の
小
学
生
の
課
外
授
業
の

た
め
だ
。
特
に
私
が
目
に
付
い
た
の
が
実
物
の
籠
で
、
時
代
劇
で
は
見
た
こ
と
が
あ
っ
て
も

実
部
を
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
時
代
劇
で
よ
く
見
る
籠
は
黒
塗
り
だ
が
、
こ
の
籠
は
全
く

色
を
塗
っ
て
い
な
い
。
屋
根
裏
の
二
階
に
も
民
具
が
た
く
さ
ん
展
示
し
て
あ
る
が
、
そ
れ
ら

に
も
名
札
が
つ
い
て
い
る
。
ま
た
更
に
ガ
ラ
ス
製
で
球
形
の
「
蠅
取
器
」
が
目
に
付
い
た
。

説
明
札
に
よ
る
と
、「
中
に
食
塩
か
米
の
と
ぎ
汁
を
入
れ
、
容
器
の
下
に
紙
を
敷
い
て
砂
糖
を

置
く
と
、
蠅
が
下
か
ら
入
っ
て
き
て
、
中
で
落
ち
る
」
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
昔
の
人
の

生
活
の
知
恵
に
驚
い
た
。
展
示
し
て
あ
る
民
具
な
ど
は
一
三
〇
〇
点
に
及
ぶ
。 

 
 

 

 
 



 

富
山
市
民
俗
資
料
館
の
外
観
。
内
部
に
展
示
し
て
あ
る
籠
、
囲
炉
裏
周
辺
の
民
具
等
。
二
階
屋
根
裏
の

生
活
民
具
や
作
業
具
。
前
述
し
た
ガ
ラ
ス
製
の
「
蠅
取
器
」
。 

 

こ
う
し
て
富
山
民
俗
民
芸
村
の
合
掌
造
り
取
材
は
終
了
し
、
行
き
に
も
乗
っ
た
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
バ
ス
ぐ
る
り
ん
に
乗
車
し
て
富
山
駅
へ
戻
っ
た
。 

 

※
五
箇
山
滞
在
中
に
、
既
存
の
高
岡
駅
か
ら
城
端
駅
、
相
倉
、
菅
沼
経
由
白
川
郷
荻
町
神

社
行
き
加
越
能
バ
ス
に
更
に
「
世
界
遺
産
バ
ス
」
と
い
う
の
が
加
わ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
。

通
常
は
一
日
四
本
し
か
走
っ
て
い
な
い
の
だ
が
、
土
日
の
み
、
既
存
路
線
を
含
め
る
と
ほ
ぼ

一
時
間
お
き
に
バ
ス
が
走
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
土
日
の
移
動
は
す
ご
く
便
利
に

な
っ
た
が
、
私
が
訪
問
し
た
時
は
ま
だ
開
通
し
て
間
が
な
い
頃
だ
っ
た
た
め
、
観
光
協
会
で

も
詳
細
を
把
握
し
て
い
な
く
て
、
更
に
運
賃
も
安
く
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
ド
ラ
イ
バ
ー
も

そ
れ
を
把
握
し
て
い
な
く
て
、
私
が
指
摘
し
な
け
れ
ば
、
高
額
の
運
賃
を
取
ら
れ
る
所
だ
っ

た
。
こ
の
路
線
は
二
〇
一
五
年
の
北
陸
新
幹
線
開
業
に
合
わ
せ
て
実
験
的
に
走
行
さ
せ
て
い

る
。 

 

基
本
デ
ー
タ
ー
。 

道
の
駅
た
い
ら
・
五
箇
山
和
紙
の
里 

〒
九
三
九-

一
九
〇
五 

富
山
県
南
砺
市
東
中
江
二
一
五 

電
話
番
号 

〇
七
六
三-

六
六-

二
二
二
三
・
二
四
〇
三 

Ｆ
Ａ
Ｘ 

 

〇
七
六
三-

六
六-

二
二
五
〇 

 
http://gokayam

a-w
ashinosato.com

/ 
 

南
砺
市
営
バ
ス
に
つ
い
て 

富
山
県
南
砺
市
Ｈ
Ｐ
ト
ッ
プ
→
お
知
ら
せ
→
南
砺
市
営
バ
ス
『
な
ん
バ
ス
』
時
刻
表
上
に
路

線
図
、
時
刻
表
な
ど
が
Ｐ
Ｄ
Ｆ
化
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

 

世
界
遺
産
バ
ス
に
つ
い
て
。
加
越
能
バ
ス
株
式
会
社
、
砺
波
営
業
所
及
び
高
岡
営
業
所
。 



砺
波
営
業
所 

〇
七
六
三‐

三
二‐

三
二
五
二 

 
高
岡
営
業
所 

〇
七
六
六‐

二
一‐

〇
七
四
八 

 

喜
茶 

和 
で
で
れ
こ
で
ん 

電
話
番
号 

Ｆ
Ａ
Ｘ 

〇
七
六
三
‐
六
六
‐
二
三
一
二 

〒
九
三
九
‐
一
九
一
四 
富
山
県
南
砺
市
上
梨
七
四
一 

 

富
山
市
民
俗
民
芸
村 

問
い
合
わ
せ
先 

富
山
市
民
俗
民
芸
村
管
理
セ
ン
タ
ー 

〒
九
三
〇-

〇
八
八
一 

富
山
県
富
山
市
安
養
坊
一
一
八
一
番
地
の
一 

電
話
番
号 

〇
七
六-

四
三
三-

八
二
七
〇 

Ｆ
Ａ
Ｘ 

 

〇
七
六-

四
三
三-

八
三
七
〇 

http://w
w

w.city.toyam
a.toyam

a.jp/etc/m
inzokum

ingei/ 

観
覧
料 

一
館
の
み 

大
人
（
高
校
生
以
上
）
百
円 
小
人
（
小
・
中
学
生
）
五
十
円
。 

一
館
の
み
団
体
（
二
十
人
以
上
）
大
人
八
十
円 

小
人
四
十
円
。 

全
館
（
個
人
） 

大
人
五
百
円 

小
人
二
百
五
十
円 

団
体
大
人
四
百
円 

小
人
二
百
円
。 

交
通
案
内 

富
山
駅
よ
り
車
で
約
一
〇
分
。 

バ
ス
で
は
富
山
地
電
バ
ス
新
桜
谷
行
安
養
坊
下
車
徒
歩
五
分
。
呉
羽
老
人
セ
ン
タ
ー
行
富
山

民
俗
民
芸
村
下
車
す
ぐ
。 

富
山
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
バ
ス
ぐ
る
り
ん
（
富
山
駅
前
Ｃ
ｉ
Ｃ
ビ
ル
横
か
ら
民
俗
民
芸
村
で
下
車
。

http://w
w

w.city.toyam
a.toyam

a.jp/kikakukanribu/bunkakokusaika/m
yujiam

ubasu.htm
l 

こ
ち
ら
に
詳
細
が
載
っ
て
お
り
ま
す
。 

開
館
時
間 

午
前
九
時
～
午
後
五
時
（
入
館
は
四
時
三
〇
分
ま
で
） 

休
館
日 

年
末
年
始
（
一
二
月
二
八
日
～
一
月
四
日
ま
で
）
他
に
臨
時
の
休
館
が
あ
り
ま
す
。 

 

『
明
治
村
か
ら
江
戸
東
京
建
物
園
ま
で
全
国
三
五
館 

た
て
も
の
野
外
博
物
館
探
見
』 

（
文 

広
岡
祐 

巻
頭
写
真 

藤
森
照
信 

Ｊ
Ｔ
Ｂ 

二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
初
版 

絶
版
。
） 

 


