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牛

玉
宝
印

中

島

誠

一

　こ

最
近
、
オ
コ
ナ
イ
行
事

に
つ
い
て
書
く
機
会
が
数
回
与
え
ら
れ
た
。
『神
々
の
酒
肴
ー
湖
国

の
神
饌
』
を
始
め
、
本
学
文
学
部
史
学

　　
　

科
創
設
三
十
周
年
記
念

『史
学
論
集
』
そ
し
て
日
本
民
俗
大
辞
曲
ハ
(吉
川
弘
文
館
)
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
に
私
の
勤
務
す
る
市
立
長
浜

　ヨ
　

　る
　

城
歴
史
博
物
館

の
研
究
紀
要
、
特
別
展
の
図
録
等
を
併
せ
れ
ば
相
当
数
に
は
上
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
数
を
誇
る
わ
け
で
は
な

い
が
、

そ

の
内
容
は
、

フ
イ
ー
ル
ド
の
報
告
と
わ
ず
か
な
結
論
で
貫
か
れ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
オ

コ
ナ
イ
の
行
事
内
容

の
子
細
な
報
告
と

こ
れ
に
絡
む
若
干
の
感
想
な
ら
び
に
展
望
で
あ
る
。

こ
の
構
成
に
は
理
由
が
あ
る
。
ひ
と

つ
に
は
激
変
す
る
時
代

の
民
俗
事
象
を
で
き
る
だ
け
多
く
、
時
間
の
推
移

と
と
も
に
細
か
く
記

録

し
た
い

(そ
の
た
め
執
拗
な
ぐ
ら
い
の
時
刻
表
記
が
あ
る
。
所
謂
、
分
刻
み
の
1111II
<f}3S/
そ
し
て
ビ
ジ

ュ
ア
ル
な
表
現
を
し
た
い
と
い

う
欲
望
の
結
果
で
あ
る
。
こ
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
向
上
は
、
お
か
げ

で
積
年

の
訓
練
か
ら
あ
る
程
度
の
成
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
と
自

負

し
て
い
る
。
特

に
後
者
に
必
要
な
写
真
撮
影
は
、
先
輩
か
ら

「最
近
は
本
業
よ
り
も
写
真

の
分
野
で
ご
活
躍
の
様
で
す
ね
」
と
絶
賛

を

い
た
だ
く
ま
で
に
上
達
し
た
。
さ
て
冗
長
に
す
ぎ
る
前
言
は
活
字
の
無
駄
使

い
で
あ
る
、
か
く

い
う
私
も
水
野
先
生

の
講
義
を
受
け

る
際
に
は
寡
黙
で
あ

っ
た
の
だ
。

さ
て
オ

コ
ナ
イ
と
は
村
内

の
豊
作

・
大
漁

・
安
全
な
ど
を
祈
願
し
て

一
月
～
三
月
に
行
わ
れ
る
行
事
で
あ
る
。
籤
や
順
番
で
決
め
ら

れ
た
ト
ウ
ヤ
、
ト
ゥ

ニ
ン
な
ど
と
よ
ば
れ
る
村
の
代
表
者
を
中
心
に
、
巨
大
な
鏡
餅
や
掛
餅

・
造
花
に
よ
る
荘
厳

・
乱
声

・
牛
玉
宝
印

近
江
の
オ
コ
ナ
イ
に
み
る
牛
玉
宝
印

四
三
五



頭にベットウを捺す(甲 賀郡甲南町市原)

四
三
六

の
授
与
な
ど
が
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
。
そ
の
起
こ
り
を
五
穀
豊

饒
、
国
家
鎮
護
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
行

わ
れ
た
奈
良
時
代

の

修
正
会

の
記
録
に
求
め
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
民
間
の
行
事
と

し
て
確
認
で
き
る
の
は
、
参
加
者

の
精
進
潔
斎
と
造
花
に
よ
る

荘
厳
な
ど

の
山
里
の
オ

コ
ナ
イ
景
観
を

記
録
し
た

『三
宝
絵

詞
』
九
八
四
年

(永
観
二
)

で
あ
る
。
オ

コ
ナ
イ
は
現
在
、
西

日
本

の
各
地
に
認
め
ら
れ
る
が
、
「
シ
ン
シ
ホ
ツ
ガ
ン
」
(滋
賀

県
甲
賀
郡
石
部
町
西
寺
)
「イ

モ
ク
イ
」

(同
県
甲
賀
郡
甲
南
町

竜
法
師
)
「鬼
ま
つ
り
」
(佐
賀
県
藤
津
郡
太
良
町
大
浦
)
な
ど
、

行
事
の

一
部
を
名
称
と
す
る
地
域
も
多

い
。

滋
賀
県
の
甲
賀
郡
に
は
、
天
台
系

の
お
堂
を
中
心
と
し
た
オ

コ
ナ
イ
が
見
ら
れ
る
が
、
同
郡
甲
南
町
深
川
に
は
、

一
五
七
九

年

(天
正
七
)
の
頭
役
帳
と

一
七
四
四
年

(寛
保
四
)
の
行
絵

図
が
伝
存
す
る
。
隣
村

の
市
原
で
は
、
毎
年

一
月
十
三
日
、
行

絵
図
と
同
様
に
樒
で
飾

っ
た
掛
餅
、
稲
束

に
小
芋
や
サ
イ

コ
ロ

等
の
作
り
物
を
差
し
た
セ
コ
、
竹

に
焼
餅
を
く

っ
つ
け
た
穂
の

餅
な
ど
で
天
台
宗
浄
照
寺
の
薬
師
如
来
を
荘
厳
す
る
。
法
印
が

読
経
を
行
い
村
人
が
持
ち
寄

っ
た
藤
の
木

で
激
し
く
床
を
た
た

き
、

ベ
ッ
ト
ウ
と
よ
ば
れ
る
男
根
状
の
印

で
頼
守

(
一
年
間

の



近
江
の
オ
コ
ナ
イ
に
み
る
牛
玉
宝
印

お鏡の上に置かれたゴー(伊 香郡高月町高野)

堂
守
り
)
が
参
加
者
の
つ
む
じ
に
朱
を
捺

し
て
い
く
。
こ
の

一

連

の
行
事
内
容
は
、
島
根
半
島
の
沿
岸
部

で
曹
洞

・
浄
土
宗

の

堂
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
る

「オ
ト
ウ
サ
ン
」
(平
田
市
塩
津
)、

「
大
餅
さ
ん
」

(同
市
美
保
)
、
「伽
藍
さ
ん
」

(八
束
郡
美
保
関

町
諸
喰
、
二
〇
年
ほ
ど
前
に
廃
絶
)
行
事

や
真
言
宗
の
堂
を
中

心
に
行
わ
れ
て
い
る

「大
餅
さ
ん
」
(松
江
市
秋
鹿
)
(八
束
郡

八
雲
村
星
上
寺
)
行
事
な
ど
と
基
本
的

に
は
同
形
で
あ
る
。

滋
賀
県
の
湖
北
地
域
は
、
ほ
と
ん
ど

の
村
々
で
オ

コ
ナ
イ
が

認
め
ら
れ
る
ほ
ど
高

い
残
存
率
を
示
し

て
お
り
、
伊
香
郡
木
之

本
町
古
橋
に
は
、

一
七

一
三
年

(正
徳

三
)
か
ら

一
九
六
三
年

(昭
和
三
十
八
)
ま
で
の
頭
役
帳
が
伝

わ
り
、
真
言
系
山
岳
寺

院
が
ト
ウ
ヤ
を
選
ぶ
指
頭
オ
コ
ナ
イ
が
盛

ん
で
あ

っ
た
こ
と
が

確
認
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
現
在
、
湖
北
地
域
で
は
、
オ

コ
ナ
イ

は
神
事
と
強
く
意
識
さ
れ
行
事
は
神
社
を
中
心
に
行
わ
れ
る
こ

と
が
多

い
。
精
進
潔
斎
、
餅
搗
き
儀
礼
、

ト
ウ
渡
し
な
ど
を
厳

修
す
る
傾
向
が
顕
著

で
、
オ
カ
ワ

(
お
鏡

の
型
枠
)
を
新
藁
で

美
し
く
飾
り
ト
ウ
ヤ
の
象
徴
と
す
る
。

お
鏡
は
、
文
字
ど
う
り

鏡
の
よ
う
に
表
面
を
仕
上
げ
、
純
白
、
巨
大
な
も
の
が
最
良
と

さ
れ
る
。
掛
餅
型
の
荘
厳
は
、
伊
香
郡
内

の
天
台

・
真
言
系
の

四
三
七



四
三
八

薬

師
堂
で
簡
略
型
と
思
わ
れ
る
立
餅
や
牛
玉
宝
印

の
セ
ッ
ト

(伊
香
郡
高
月
町
高
野
、
同
郡
余
呉
町
八
戸
)
が
認

め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な

い
。
こ
の
よ
う
に
オ

コ
ナ
イ
は
、
神
事
と
規
定
し
主
体
を
お
鏡
と
す
る
地
域
と
、
そ
の
中
心
を
寺
院

の
荘
厳
と
乱
声
な
ど
の
魔
除
行
為

と
す
る
地
域
に
大
別
で
き
る
。
そ
の
要
因
と
し
て
湖
北
地
域

の
鎌
倉
期
に
お
け
る
浄
土
真
宗

へ
の
村
単
位

で
の
改
宗
、
お
よ
び
明
治
初

期

の
神
仏
分
離
が
オ

コ
ナ
イ
の
祭
祀
施
設
等
の
変
更
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

こ
の
オ
コ
ナ
イ
に
関
す
る
概
念
規
定
は
冒
頭
の
べ
た
数
点
の
論
文
の
中
で
ふ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
は
現
在
で
も
変
化
し
て

は

い
な
い
。
た
だ
し
民
俗
調
査
を
継
続
し
て
い
く
と
当
然
、
概
念
規
定
に
合
致
し
な

い
部
分
、
も
し
く
は
細
部
の
修
正
を
余
儀
な
く
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。
本
論

の
テ
ー
マ
で
あ
る
牛
玉
宝
印
も
そ
の
例
に
も
れ
な
い
。

さ
て
牛
玉
宝
印
と
は
、
牛

の
腸

・
肝

・
胆
に
生
じ
る

一
種

の
結
石
を
、
す
り

つ
ぶ
し
て
朱
と
合
わ
せ
印
を
捺
し
た
も
の
で
厄
除
け
の

護

符
と
し
て
社
寺
か
ら
発
行
さ
れ
た
。
幾
内
の
大
社
寺
で
は
現
在
も
修
正
会
、
修
二
会
な
ど
で
参
詣
者
が
牛
玉
宝
印
を
い
た
だ

い
た
り

額

に
朱
を
も
ら

っ
て
帰
途

に
つ
く
。
近
江
で
は
比
叡
山
で
初
詣

の
人
々
に
牛
玉
宝
印
の
授
与
を
お
こ
な
う
が
、
中

に
は
直
接
捺
さ
れ
る

の
を
嫌
が
る
女
性
も

い
て
ハ
ン
カ
チ
を
額
に
あ
て
て
授
与
さ
れ
る
光
景
が
見
ら
れ
る
。
大
和
で
は
、
東
大
寺
修
二
会
式

に
牛
玉
宝
印
授

与

が
練
行
衆
に
行
わ
れ
る
。
長
谷
寺
で
は

ユ
ー
モ
ア
た

っ
ぷ
り
の
三
匹
の
鬼
が
登
場
の
の
ち
、
僧
侶
同
士
の
授
与

が
お
こ
な
わ
れ
、
参

詣

者
の
た
め
に
同
様
に
授
与
が
な
さ
れ
る
。
類
例
を
上
げ
れ
ば
暇
な
い
が
朱
を
い
た
だ
け
ば

一
年
間
無
病
息
災
と

い
う
功
徳
を

い
た
だ

く
年
頭
の
光
景

で
あ
る
。

た
だ
し
本
論
で
言
及
す
る
の
は
こ
れ
ら
大
寺
院

に
お
け
る
牛
玉
宝
印
お
よ
び
授
与
の
様
子
で
は
な
い
。
冒
頭
の

べ
た
民
俗
行
事
、
近

江

の
オ

コ
ナ
イ
に
お
け
る
牛
玉
宝
印
の
諸
相
で
あ
る
。
ま
ず
は
そ
の
実
例
を
紹
介
し
よ
う
。

1
甲
賀
郡
の
事
例
-

例
e

甲
賀
町
小
佐
治



小
佐
治
は
、
杣
川
の
支
流
、
佐
治
川
上
流
に
位
置
す
る
。
例
年

一
月
十
三
日
に
さ
れ
る
オ

コ
ナ
イ
は
、
子
ど
も
の
減
少
に
よ

っ
て
、

昭
和
五
十
八
年
以
降
、
省
略
し
た
形
で
行
わ
れ
て
い
る
。
筆
者
が
平
成
二
年

に
調
査
に
お
邪
魔
し
た
際
も
同
様
で
あ

っ
た
。

当
地
の
オ
コ
ナ
イ
は
、
信
徒
の
家
か
ら
誕
生
の
順
で
長
男
二
人
が
選
ば
れ
、
懸
頭

(カ
ケ
ト
ウ
)
と
な
り
、
鏡
餅
な
ど
の
供
物
を
準

備

す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
翌
年

オ
コ
ナ
イ
を
請
け
る
も
の
を
請
頭
と
い
う
。

供
物
の
餅

つ
き
の
際
に
は
、
松
丸
太
五
本
で
棒
づ
き
を
し
、
切
り
ワ
ラ
を
臼
の
う
え
か
ら

一
面
に
ふ
り
か
け
た
り
す
る
。
ま
た
別
当

は
、
長
さ

一
メ
ー
ト
ル
余
り
の
猫
柳
の
枝
六
〇
本
程
を
前
も

っ
て
準
備
す
る
。
こ
れ
に
牛
五
と
書
き
、
牛
の
宝
印

を
押
し
た
四
つ
切
り

の
半
紙
を
枝
の
根
元
を
二
つ
割
り
に
し
て
は
さ
む
。
そ
し
て
枝

の
中
ほ
ど
で
折
り
返
し
、
ワ
ラ
で
結
ぶ
。
こ
れ
は
オ
コ
ナ
イ
の
際
、
祭

壇

に
供
え
五
穀
豊
饒
を
祈
願
し
た
後
、
各
戸
に
配
る
。
各
戸
で
は

「
ミ
ト
祭
り
」
と
い
っ
て
、
苗
代

の
水

口
に
挿

し
て
豊
作
を
祈
願
す

る
。十

三
日
、
午
後
、
父
親
が
榊
、
そ
し
て
硬
貨
百
十
三
枚
を
お
神
酒
錫
に
吊
る
し
て
持

つ
。
別
当
を
先
頭
に
懸
頭
兄
弟

・
請
頭
兄
弟

の

四
人
が
行
列
を
作
り
、
安
楽
寺
ま
で
練
り
歩
く
。
信
徒
た
ち
が
お
堂
に
集
ま
る
と
、
住
職

の
読
経
、
願
文
を
読
み
上
げ
る
。
最
後
に
ラ

ン
ジ
ョ
ウ

(乱
声
か
)
と
大
声
を
あ
げ
る
と
呼
応
す
る
よ
う
に
本
堂
脇
の
控
え
の
問
の
者
が
、
板
戸
を
ド
ン
ド
ン
と
激
し
く
叩
く
。
そ

し
て
住
職
か
ら
懸
頭
兄
弟

・
請
頭
兄
弟

の
四
人
が
額

に
版
を
も
ら
う
。

こ
の
の
ち
別
頭
の
受
け
渡
し
が
あ
る
が
、
こ
の
際
に
む
し
ろ
を
か
ぶ
せ
る
所
作
を
す
る
。

例
口

甲
南
町
稗
谷

稗
谷
は
、
山
間

の
盆
地
状

の
農
業
地
域
で
あ
る
。
屋
敷
は
丘
陵
地
の
間
に
点
在
し
、
よ
く
手
入
れ
の
行
き
届
い
た
畑
か
ら
は
、
特
産

の
日
野
菜
を
産
す
る
。

オ
コ
ナ
イ
は
、

一
月
十
五
日
、
未
明
よ
り
天
台
宗
安
楽
寺
の
本
堂
に
て
執
り
行
わ
れ
る
。
ま
ず
餅
や
里
芋
を
割
竹

に
差
し
飾

っ
た
籠

が
裃

の
四
人
の
当
人
に
よ

っ
て
堂
内
に
運
び
込
ま
れ
る
。
こ
の
際
ヒ
ョ
オ
ー
、
ヒ
ョ
オ
ー
と
い
う
か
け
声

で
く
る
が
こ
れ
は
平
世
-
平

近
江
の
オ
コ
ナ
イ
に
み
る
牛
玉
宝
印

四
三
九



四
四
〇

世

と
い
う
意
味
で
あ
る
。

堂
内
の
飾
り

つ
け
が
終
わ

っ
た
こ
ろ
鐘
が

つ
か
れ
て
、
上
組
、
下
組
の
人
た
ち
が
、
風
呂
敷
に
包
ん
だ
裃
を
持
参
し
、
庫
裏
の
廊
下

に
て
着
替
え
を
す
る
。
本
堂

に
参
集
す
る
と
、
上
座

に
住
職
お
よ
び
宮
守
り
二
人
が
座
し
、
そ
の
左
右
に
歳
の
順

で
両
組
混
じ

っ
て
座

る
。
ま
ず
上
座
よ
り
当
人
が
湯
桶
に
て
酒
を
順
次
す
す
め
て
、
次

に
洗
米
と
ご
飯
を
す
す
め
る
。
そ
の
あ
と
住
職

の
読
経
が
あ
り
最
後

に
ダ

ン
ジ

ョ
ウ
と
大
声
を
出
す
。
こ
れ
は
あ
と
の
ノ
ッ
ト
を
清
め
る
た
め
と
い
う
。
ノ
ッ
ト
と
は
左
手
に
し
き
み
、
右
手
に
握
り
の
つ

い
た
円
形
の
も
の
を
持
ち
、
中
空
に

「
の
」
を
書
く
よ
う
な
し
ぐ
さ
を
指
す
。
こ
れ
を
受
け
る
際
に
は
、
樒
の
葉

を

一
枚

つ
ま
ん
で
半

分

に
割
り
、
後
ろ
に
放
り
投
げ
る
。
そ
の
あ
と
で

頭
を
た
れ
て
印
を
も
ら
う
。
ノ
ッ
ト
は
、
自
分
よ
り
上
座

の
者

の
時
に
は
そ
の
前

ま
で
い
っ
て
す
る
が
下
座
の
も
の
は
自
ら
進
ん
で
受
け
る
。
ノ
ッ
ト
を
す
る
の
は
、
本
堂

の
上
柱
の
前

に
座

っ
た
人
と
決
ま

っ
て
い
る
。

ノ
ッ
ト
が
終
わ
る
と
正
月

に
宮
守
り
が
準
備
し
た
日
枝

・
稲
荷
両
社
の
神
札
と
樒
、
萩
を
束
に
し
た
も
の
を

い
た
だ
く
。
苗
代
を
作

っ
て
い
た
時
に
は
こ
れ
を
ミ
ト
グ
チ
に
立

て
て
い
た
。

こ
れ
ら

一
連
の
行
事
が
終
わ
る
と
、
裃
を
と
り
、
注
連
繩
編
み
に
移
る
。
上
下
の
組
が
そ
れ
ぞ
れ
安
楽
寺
本
堂
、
稲
荷
神
社
社
務
所

に
分
か
れ
て
作
業
を
お
こ
な
い
、
編
み
上
が
る
と
ま
ず
本
堂
内
に
注
連
繩
を
張
り
住
職
が
読
経
を
す
る
。
読
経

の
最
中
、
庫
裏
の
前

で

は
、
宮
守
二
人
が
セ
ン
ダ
ラ
ク
、

マ
ン
ダ
ラ
ク
と
唱
え
な
が
ら
注
連
縄
の
清
め
の
弓
を
射
る
。
読
経
が
終
わ
る
と
注
連
繩
を
堂
内
よ
り

出

し
、
日
枝
神
社

の
鳥
居
の
前

の
古
木
に
吊
る
。
住
職
は
稲
荷
神
社
の
社
務
所
に
移

っ
て
、
同
様
に
注
連
繩
の
前

で
読
経
を
し
、
こ
の

と
き
に
は
宮
守
二
人
は
稲
荷
の
森
に
向
か

っ
て
弓
を
射
る
。
読
経
が
終
わ
れ
ば
稲
荷
社
の
鳥
居
の
前
の
古
木
に
し

め
繩
を
吊
る
す
。
二

本

の
し
め
繩
が
吊
り
終
る
頃
に
は
す
で
に
あ
た
り
は
暗
く
な

っ
て
い
る
。

例
日

甲
南
町
竜
法
師

竜
法
師
は
、
甲
賀
五
十
三
家

の
ひ
と
つ
と
さ
れ
る
望
月
本
家

の
忍
術
屋
敷
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
当
地
は
、
稲
作
を
中
心
と
し
た



近
江
の
オ
コ
ナ
イ
に
み
る
牛
玉
宝
印

頭にゴハンを捺す(甲 賀郡甲南町竜法師)

農
村
で
あ
る
が
、
古
来
よ
り
開
け
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
良
弁
開

基
と
伝
え
る
天
台
宗
嶺
南
寺
が
あ
る
。

オ
コ
ナ
イ
行
事
は
、
こ

の
嶺
南
寺
で

一
月

一
〇
日
に
行
わ
れ
る
が
、
当
地
で
は
、
行
事

の
こ
と
を
オ
コ
ナ
イ
と
も
よ
ぶ
が
、
普
通
イ
モ
ク
イ
と
よ
ん
で

い
る
。
午
前

一
〇
時
に
は
、
嶺
南
寺
の
地
蔵
堂
に
面
座

(オ
モ

ザ
)
・
中
座

(ナ
カ
ザ
)
・
正
面
座

(シ

ョ
ウ
メ
ン
ザ
)
よ
り
そ

れ
ぞ
れ
二
人
ず

つ
六
人
が
、
餅

・
御
神
酒
な
ど
の
供
物
を
運
ぶ
。

な
お
、
餅
は
、
こ
れ
を
若
餅
も
し
く
は
、
オ
ト
餅
と
よ
び
、
跡

継
ぎ
が
で
き
る
と
餅
を
供
え
る
き
ま
り

で
あ
る
。

ま
た
中
座

の
竹
若
姓

の
最
長
老
は
、

別
当
と
よ
ば
れ
折
鳥
帽

子

・
直
垂
に
白
木
の
錫
を
持

っ
て
参
加

す
る
。
し
か
し
近
年
は

必
ず
竹
若
姓

の
者
か
ら
出
す
と
い
う
き
ま
り
が
く
ず
れ
つ
つ
あ

り
、
と
に
か
く
中
座
よ
り
出
す
と
い
う

よ
う
に
変
わ
り
つ
つ
あ

る
。参

加
者
が
揃
う
と
、
住
職
に
よ
る
三
座

の
ト
ウ
ヤ
の
紹
介
、

般
若
心
経
の
読
誦
、
延
命
祈
濤
が
行
わ
れ
る
。

こ
れ
が
終
わ
る

と
場
所
を
本
堂
広
間
の
阿
弥
陀
尊

の
前

に
移
し
、
席

に
着
く
。

正
面
座
は
本
尊
を
背
に
し
中
座
と
向
か

い
合
う
格
好
で
面
座
は

膳
に
盃
と
皿
、
箸
を
の
せ
、
中
座
は
盃
と
箸
、
正
面
座

に
は
盃

四
四

一



四
四
二

の
み
が
す
え
ら
れ
て
い
る
。

献
酒
が
終
わ
る
と
住
職

の
ダ
イ
ジ

ョ
ウ
と
い
う
声
で
、
面
座

の
も
の
が
、
大
豆
と
大
根
の
サ
イ
ノ
メ
切
り
を

つ
か
ん
で
空

に
ま
く
。

こ
れ
は
厄
払

い
だ
と
い
う
。

こ
の
あ
と
別
当
が
立
ち
、
住
職
の
前

に
あ
る
木
製
の
判
を
も

っ
て
、
ま
ず
住
職
に
、
そ
し
て
面
座

の
長
老
か
ら
順
番
に
額

に
捺
し
て

い
く
。
こ
の

「ゴ

ハ
ン

(御
版
)
を
も
ら
う
」
と
長
生
き
で
き
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。

お
鏡
は
、

一
つ
は
住
職
が
、
残
り
は
来
年
ト
ウ
ヤ
を
す
る
請
頭
が
持

っ
て
帰
り
、
座

の
成
員

に
切

っ
て
分
け
る
。
寺
で
の
儀
式
が
終

わ
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
座

で
イ
モ
ク
イ
の
当
番

の
家
に
集
ま
り
、
長
老

一
〇
人
を
よ
び
ナ
オ
ラ
イ
で
あ
る
。
座

に
よ

っ
て
は
嫁
入
り
と

同

様
の
豪
華
な
共
同
飲
食
を
す
る
。

例

四

甲
西
町
三
雲
字
妙
感
寺

妙
感
寺

に
は
藤
原
藤
房

の
開
基
と
伝
え
る
妙
心
寺
派
の
妙
感
寺
が
あ
る
ほ
か
、
天
台
宗
園
養
寺
、
日
蓮
宗
妙
光
寺
そ
し
て
明
喜
神
社

な
ど
の
社
寺
が
あ
る
。
当
地
の
オ
コ
ナ
イ
は
、
こ
の
明
喜
神
社
で
な
さ
れ
、
寺
オ
コ
ナ
イ
の
多

い
甲
賀
郡
の
な
か
で
は
貴
重
な
例
と
い

え
る
。
オ
コ
ナ
イ
は
現
在

二
月
十
三
日
で
以
前
は

一
月
十
三
日
で
あ

っ
た
。
明
喜
神
社
に
は
、
左

・
右

・
中
座

の
三
座
が
あ
り
、
左
座

の

二
十
四
戸
が
最
大
で
あ
る
。
各
座

に
は
、
左
右
の
座
に
三
名
ず

つ
、
中
座
に

一
名

の
オ
ト
ナ
が
い
る
が
、
こ
れ
は
成
員

の
出
生
順
で

務

め
る
。
ト
ウ
ヤ
は
、
現
在
、
順
番
制
で
あ
る
が
、
以
前
は
長
男
の
生
ま
れ
た
座
員
が

つ
と
め
た
。

オ

コ
ナ
イ
の
準
備
は
、
十

一
月
二
十
八
日
の
口
開
け
、
す
な
わ
ち
ト
ウ
ヤ
が
自
分
の
座
の
オ
ト
ナ
を
接
待
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。

そ
し
て
オ
コ
ナ
イ
の
前
日
に
松
切
り

(以
前
は

一
月
八
日
)
を
し
、
餅

つ
き

(以
前
は

一
月
十

一
日
)
を
す
る
。
松
は
長
さ
六
メ
ー
ト

ル
に
お
よ
び
、

こ
の
先

に
十
字
に
押
さ
え
た
鏡
も
ち
を
縛
り

つ
け
る
。

餅

つ
き
は
、
棒
杵
を
使

っ
て
千
本
づ
き
を
行
う
が
、
最
初

に
お
鏡
を
と
り
、
次

に
笹
餅
と
い
っ
て
青
竹

一
本

に
小
餅
を
十
二
個
巻
き

つ
け
る
。
午
後

か
ら
は
、
生
御
膳
と
い
っ
て
各
座
で
明
喜
神
社
の
本
殿
に
供
え
る
神
饌
を
作
る
。
生
御
膳
は
三
座
三
様
で
あ
り
、
中
座



の
み
は

一
升
の
赤
飯
を
作
り
、
こ
れ
を
餅
と
よ
ん
で
い
る
。
左
右
両
座
は
、
御
膳
の
古
図
を
伝
え
て
お
り
、
こ
れ
を
参
照
し

つ
つ
、
生

御
膳
を
作
る
。

翌
十
三
日
は
、
オ
コ
ナ
イ
の
本
日
で
あ
る
。
左
座
は
、
午
前
七
時
半
ご
ろ
ト
ウ
ヤ
の
家
に
集
ま

っ
て
食
事
を
す
ま
せ
、
松
を
縁
側
に

引
き
込
み
、
お
鏡
を
十
文
字
に
枠
を
使

っ
て
押
さ
え
込
み
、
松
の
先
端
に
縛
り
つ
け
る
。
八
時
、
四
人
で
か
い
た
松
を
先
頭
に
、
生
御

膳
、
太
鼓
と
続
き
、

エ
ト
ー
、

エ
ト
ー
の
か
け
声
と
と
も
に
ト
ウ
ヤ
を
出
発
す
る
。

右
座
は
、
八
時
二
〇
分
頃
、
準
備
を
開
始
、
外
で
昆
布
茶
を
飲
み
、
太
鼓
な
ど
を
準
備
、
八
時
三
〇
分
、
神

社
に
入
る
。
そ
の
こ
ろ

中

座
も
神
社
の
本
殿
に
赤
飯
の
大
盛
り
を
供
え
終
る
。
す
べ
て
供
え
終
る
と
、
社
務
所
で
は
ナ
オ
ラ
イ
の
準
備

が
始
ま
る
。
本
殿
で
は
、

オ
ト
ナ
の

一
人
が
正
面

に
座
り
、
般
若
心
経
を
唱
え
、
外

の
六
人
は
そ
れ
に
従
う
。
そ
の
あ
と
社
務
所
で
ト
ウ

ワ
タ
シ
を
お
こ
な
う
が
、

こ
の
時
、
大
人
よ
り
新
ト
ウ
ヤ
に
牛
王
の
木
を
渡
す
。

例
㈲

水
口
町
杣
中

オ
コ
ナ
イ
は
、
天
台
宗
東
光
寺
で

一
月
十
二
日
に
さ
れ
る
。
前
日
は
、
年
行
事
の
家

(当
家
)
で
、
供
物
の
準
備
を
す
る
。
千
本
づ

き
で
餅
を

つ
き
、
男
餅

・
女
餅
を
作
る
。
餅

つ
き
が
終
わ
る
と
、
庭
で

一
組

の
ド
ウ
と
よ
ば
れ
る
ワ
ラ
の
供
物

を
作

る
。
こ
れ
は
隣
村

の
市
原
の
セ
コ
よ
り

一
回
り
小
振
り
で
あ
る
が
、

ワ
ラ
を
束
ね
オ
ビ
で
ま
と
め
て
、
こ
れ
に
コ
イ
モ
で
作

つ
た
雀
を
竹
串
に
刺
し
立
て

る
。
以
前
は
子
ど
も
の
顔
を
作

っ
て
刺
し
て
い
た
が
近
年
は
こ
の
形
で
あ
る
。
ほ
か
に
花
餅
、

ヘ
ソ
餅
を
作
る
。

翌
日
、
昼
過
ぎ
に
は
寺
に
集
合
し
、
本
尊
の
祭
壇

の
飾
り
つ
け
を
お
こ
な
う
。
結
界
の
内
側
に

一
組

の
ド
ウ
を
置
き
、
そ
の
上
部
に
、

十
文
字

に
割
竹
で
押
さ
え
、
樫

の
木
の
股
木
に
縛
り
つ
け
た
男
餅
と
女
餅
を
吊
る
す
。
最
後

に
女
竹
を
長
く
四

つ
割
り
に
し
た
も
の
と
、

花
餅
、
輪
切
り
に
し
た
ミ
カ
ン
、
昆
布
な
ど
を
刺
し
、
鴨
居
に
掛
け
る
。

オ
コ
ナ
イ
は
、
シ

ュ
ウ
シ
、

ユ
ズ
リ
ワ
タ
シ
、
読
経
と
進
行
し
、
読
経
の
終
わ
り
の
こ
ろ
、
オ
ッ
サ
ン

(水

口
町
三
大
寺
の
飯
道
寺

の
住
職
)
が
ダ
イ
ジ

ョ
ウ
と
声
を
か
け
る
と
、
皆
が
手
持
ち
の
ア
カ
ダ

シ
の
木

(ア
カ
シ
バ
)
で
床
を
た
た
く
。
そ
の
後
、
男
餅
と
女

近
江
の
オ
コ
ナ
イ
に
み
る
牛
玉
宝
印

四
四
三



拝殿に牛王さんをかざる(甲 賀郡信楽町多羅尾)

四
四
四

餅
を
く

っ
つ
け
最
後
に
年
行
事
の
胴
上
げ
、
鏡
開
き
で
オ

コ
ナ

イ
は
終
わ
る
。
帰
途
、
オ
ッ
サ
ン
の
手
書
き
の
牛
玉
宝
印
を

い

た
だ
き
、
後
日
こ
れ
を
水
口
に
立
て
る
。

例
㈹

信
楽
町
多
羅
尾

二
月

一
〇

日
、
成
花

オ
コ
ナ
イ
と
も

い
う
。
月
行
事

(当

人
)
は

ハ
ゼ
の
木
を
山
か
ら
切
り
出
し
、
紙
の
当
人
は
宝
珠
を

捺
し
た
美
濃
紙
を

ハ
ゼ
の
木
に
付
け
る
。
成
花

の
当
人
は
、
成

花

(黒
モ
ジ
の
木

に
餅
を
付
け
た
も
の
)
を
つ
く
り
、
神
社

で

祓

い
を
う
け
る
。
そ
の
の
ち
本
殿
の
前

に
勧
請
縄
を
吊
る
す
。

社
務
所
で
の
接
待
が
終
わ
る
と
、
氏
子
は
牛
王
さ
ん
を

一
本
ず

　　
　

つ
持
ち
帰
り
、
水
戸
口
に
祀
り
五
穀
豊
穣
を
祈
願
す
る
。

ー
湖
北
地
域

の
事
例
-

例
㈹

坂
田
郡
山
東
町
河
内

河
内
の
オ

コ
ナ
イ
は
、
誉
田
別
尊
を
祀
る
八
幡
神
社
を
中
心

に
行
わ
れ
、
作
り
物
な
ど
に
そ
の
特
徴
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
オ
コ
ナ
イ
は
、
旧
暦
の
こ
ろ
は
正
月
七
日
が
本
日
で
あ

っ

た
。
改
正
の
の
ち
二
月
三
日
の
餅

つ
き
、
二
月
七
日
の
本
日
と

か
わ
り
、
更
に
平
成
五
年
よ
り
二
月
の
第

一
土

・
日
曜
日
と
変



更

さ
れ
た
。
こ
れ
に
伴

い
内
容
も
か
な
り
異
な

っ
て
き
て
い
る
。
こ
こ
で
は

一
九
八
八

(昭
和
六
三
)
の
行
事

の
あ
ら
ま
し
を
紹
介
す

る

と
と
も
、
適
宜
、
改
正
前
の
よ
う
す
に
つ
い
て
述

べ
る
。

二
月
六
日
、
餅

つ
き
。
棒
ぎ
ね
で

つ
き
上
げ
る
と
ま
ず
ウ
ス
ヌ
グ
イ
と
い
っ
て
当
日
、
自
分
た
ち
の
食

べ
る
分
、
次
に
八
幡
神
社
に

供
え
る
大
鏡
、
次
に
諸
神

に
供
え
る
餅
、

マ
ユ
玉
と
い
つ
た
順
番
で
こ
し
ら
え
て
い
く
。
棒
づ
き
の
際
に
は
、
祝

い
歌
と
し
て
、
伊
勢

音

頭
を
歌
う
。
大
鏡
は
、
浅
い
桶
の
な
か
に
子
餅
を
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
に
重
ね
、
頂
上
に
み
か
ん
を
置
き
、
樒
を
刺
し
、
そ
の
周
囲
を
紅

白

の
布
で
飾
り

つ
け
る
。
改
正
前
の
大
鏡
は
、
円
筒

の
餅
の
上
に
平

べ
っ
た
い
二
枚
の
餅
を
載
せ
る
と
い
う
独
特

の
も
の
で
あ

っ
た
。

マ
ユ
玉
は
本
日
に
八
幡
神
社

に
供
え
終
わ
る
と
、
ネ
ギ
の
と
こ
ろ

へ
持

つ
て
い
く
。
ネ
ギ
は
い
わ
ば
代
理
神
主

で
、
長
男
で
独
身

の
者

を

一
名
選
ん
で
、
そ
の
役
に
当

て
る
決
ま
り
で
あ

っ
た
が
、
現
在

で
は
そ
の
選
出
は
青
年
会

に

一
任
さ
れ
て
い
る
。
餅

つ
き
の
進
行
中
、

野
菜

で
鶴

.
亀

・
男
女
の
シ
ン
ボ
ル

・
御
神
酒
錫
を
作
り
、
板
に
く

っ
つ
け
て
ト
ウ
ヤ
の
鴨
居
に
ひ

っ
か
け
る
。
野
菜
は
大
根

・
人
参

・
カ
ブ
ラ

・
ゴ
ボ
ウ

・
ネ
ギ

の
根

っ
こ

・
ト
ウ
ガ
ラ
シ
な
ど
で
、
河
内
で
取
れ
る
野
菜
を
使
う
の
が
決
ま
り
で
あ
る
。

二
月
七
日
、
本
日
、
朝
、
ト
ウ
ヤ
に
集
ま
り
、
餅
の
荷
造
り
な
ど
御
供
え
物

の
準
備
。
ト
ウ
ヤ
を
出
発
す
る

の
は
午
前
十
時
ご
ろ
、

伊
勢
音
頭
を
歌
い
つ
つ
、
ト
ウ
ヤ
の
持

つ
御
幣
を
先
頭

に
進
む
。
改
正
前
に
は
大
神
事
、
小
神
事
二
組
の
行
列
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
大
鏡

を
持

っ
て
社
参
し
た
が
、
こ
れ
を
荷
う
の
は
長
男
で
未
婚

の
男
子
と
決
ま

っ
て
い
た
。
ま
た
行
列
に
は
モ
ミ
ド
ウ
シ
を
被

っ
て
、
た
れ

衣
を
か
け
た
少
女
の
つ
く
こ
と
が
あ

っ
た
。
八
幡
神
社
に
着
く
と
、
運
ん
で
き
た
大
鏡

・
そ
の
他

の
供
物
を
拝

殿
に
並

べ
る
。
そ
の
あ

と
ネ
ギ
に
よ
る
祝
詞
、
祓

い
が
済
む
と
改
正
前
ま
で
は
拝
殿

に
お
い
て
ナ
オ
ラ
イ
が
さ
れ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
社
務
所
に
参
加
者
は

全

員
移
動
し
、
餅
の
分
配
、
御
神
酒
、
そ
し
て
ト
ウ
ヤ
の
玉
く
じ
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
玉
く
じ
は
次
年
度
の
担
当

組
員
が
引
く
。
そ
の

際

す
で
に
オ
コ
ナ
イ
に
当
た

っ
た
組
員
は
省
く
。
次
年
度
の
ト
ウ
ヤ
が
決
ま
る
と
、
す
ぐ
筆
に
墨
を
タ
ッ
プ
リ

つ
け
、
顔
中
に
い
た
ず

ら
書
き
を
す
る
。

こ
れ
で
ト
ウ
ワ
タ
シ
は
終
了
で
あ
る
。
な
お
改
正
前
ま
で
は
、
村
の
成
員
を
大
神
事
、
小
神
事

の
ど
ち
ら
か
に
分
け
、

組

へ
の
加
入
の
順
番
で
ト
ウ
ヤ
を
勤
め
た
。
そ
の
際
ゴ
ー
と
よ
ば
れ
る
二
〇
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
の
棒
の
先

に
墨
を
塗

り
、
次
の
ト
ウ
シ
ュ

近
江
の
オ
コ
ナ
イ
に
み
る
牛
玉
宝
印

四
四
五



四
四
六

の
額

に
捺
し
て
い
た
。
ゴ
ー
と
は
牛
玉
宝
印
の
こ
と
で
あ
る
が
、
オ
コ
ナ
イ
の
ト
ウ
ヤ
が
こ
れ
を
つ
く
り
、
本

日
に
拝
殿
に
供
え
た
の

ち
、
人
々
に
わ
た
し
て
い
た
。
ゴ
ー
は
大
切
に
持
ち
帰
り
、
四
月
か
ら
五
月
の
初
め
に
か
け
て
、
水
苗
代
を
す
る
際
、
水
口
に
立

て
て
、

病

虫
害
防
除

の
護
符
と
し
た
。
ゴ
ー
の
木
は
河
内
の
川
岸

に
自
生
す
る
柳

の
木
で
あ

っ
た
。

例

㈹

木
之
本
町
古
橋

古
橋
で
は
神
事
と
書

い
て
オ
コ
ナ
イ
と
読
ま
せ
、
通
常
は
薬
師
オ
コ
ナ
イ
と
言

い
習
わ
し
て
い
る
。
特
徴
的
な
の
は
、
供
物
と
し
て

の
お
鏡

の
制
作
法
な
ら
び
に
供
え
方
で
あ
る
。
お
鏡
は
曲
げ
輪
と
呼
ば
れ
る
竹

の
タ
ガ
に
木
片
を
あ
て
が

っ
て
枠
を
作
り
、
そ
の
中
に

少
し
ず

つ
、
餅
を
入
れ
て
仕
上
げ

て
い
く
。
お
鏡
は
全
部
で
六
個
、
仕
上
げ
る
と
棒
の
礼
と
い
い
、
臼
に
残
し
た
最
後
の
餅
を
棒
杵
に

か
ら
め
て
ト
ウ
ヤ
の
中
柱
に
く
く
り

つ
け
る
。
本
日
に
は
お
鏡
を
薬
師
如
来

に
供
え
、
僧
侶
が
こ
れ
に
墨
書
す

る
。

例
㈹

西
浅
井
町
集
福
寺

餅

つ
き
は
二
月

一
〇
日
で
あ
る
が
、
神
社
に
供
え
る
お
鏡
で
あ
る
オ
オ
ト
ウ
、
欅
に
付
け
る
花
餅
、
も
ち
米

に
粟
を
混
ぜ
た
粟
餅
な

ど

を
作
る
。
ま
た
本
日
の
社
参

の
際
、
行
列
に
色
を
添
え
る
も
の
と
し
て
ヌ
カ
ゴ
サ
シ
が
あ
る
。
こ
れ
は
わ
ら
束
に
細
い
竹
を
刺
し
、

こ
れ
に
大
根

・
人
参

・
ヌ
カ
ゴ
な
ど
を
串
刺
し
に
し
た
も
の
。
後
頭
は
ヨ
ン
ボ
メ
シ
と
い
う
も
の
を
作
る
が
、

こ
れ
は
米
を
台
形

に
盛

り
、
そ
の
上
に
ワ
ラ
ビ
や
ヨ
ン
ボ
と
い
っ
た
山
菜
や
豆
腐
を
載
せ
た
も

の
で
あ
る
。
ま
た
ゴ
ー
の
木
と
い
っ
て
牛
王
箸
を

つ
く
り
祭
典

　
　
　

が
終
わ
る
と
、
村
の
人
た
ち
に
配
る
。
こ
れ
は
後
日
、
鍬
初
め
の
式
を
苗
代
で
お
こ
な
う
際
、
田
に
挿
し
た
。

例

㈲

余
呉
町
八
戸

八
戸
は
余
呉
湖
の
北
岸
に
あ
る
農
業
地
域
で
あ
る
。
神
社
は
八
幡
神
社
で
、
近
接
し
て
薬
師
堂
が
あ
る
。
村

の
宗
派
と
し
て
は
、
東

本
願
寺
派
が
十
五
軒
、
西
本
願
寺
派
が
二
軒
、
曹
洞
宗
が
九
軒
、
神
道

二
軒
と
バ
ラ

エ
テ
ィ
に
富
ん
で
い
る
。
曹
洞
宗
九
軒

の
内
、
五

軒

は
昭
和
三
十

一
年
六
月
に
、
坂
口
に
あ
る
真
言
宗
菅
山
寺
か
ら
転
宗
し
た
。

さ
て
薬
師
堂
で
は
毎
年
二
月
八
日
に
御
塔

(オ
ト
ウ
)
が
あ
る
。
当
地
で
は
こ
の
行
事
の
こ
と
を
対
外
的
に
は
薬
師
さ
ん
の
オ
コ
ナ



近
江
の
オ
コ
ナ
イ
に
み
る
牛
玉
宝
印

宝玉で朱を捺す(伊 香郡余呉町八戸)

イ
と
言

っ
て
い
る
。

二
月
四
日
、
米
カ
シ
、
昔
は
井
戸
で
洗

っ
た
が
、
現
在
は
水

道
を
使
う
。
女
の
人
が
ふ
れ
て
は
い
け
な
い
。
米
カ
シ
の
済
ん

だ
米
は
、
上
塔
の
宿
に
移
さ
れ
、
七
日

の
餅

つ
き
ま
で
置
い
て

お
く
。

二
月
七
日
、
午
前

一
時
ご
ろ
、
風
呂

に
入
り
身
を
清
め
て
、

横
杵
で
餅

つ
き
を
始
め
る
。
火
入
れ
の
際
に
は
、

一
年
間
、
塔

人
の
象
徴
と
し
て
床
柱
に
し
ば
り
つ
け

て
お
い
た
御
幣
、
オ
カ

ワ
の
ひ
も
を
た
き
つ
け
に
す
る
。
現
在
も
ち
米
を
蒸
す
に
は
ガ

ス
を
使

っ
て
い
る
が
、
こ
の
点
火
の
際

に
も
必
ず
御
幣
を
種
火

と
し
て
い
る
。
こ
の
御
幣
は
上
塔
の
者

が
餅
を
拵
え
る
時
に
作

製
す
る
の
が
習
わ
し
で
あ
る
。
餅
は
ま
ず
オ
カ
ワ
サ
ン
の
六
升

ド
リ
の
お
鏡
を
つ
く
る
。
こ
れ
は
厚
さ
、
高
さ
と
も
に

一
〇
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
底
な
し
の
桶

に
、
餅
を
詰
め
て
成
型

す
る
。

午
前
四
時
ご
ろ
に
は
餅

つ
き
は
終
了
し
、
そ
の
夜
は
灯
明
を

つ
け
て
寝
ず
の
番
で
あ
る
。
以
前
は
余
興
が
あ

っ
た
が
今
は
な

く
、
上
塔

の
宿
に
集
ま

っ
て
組
の
も
の
全
員
で
食
事
を
す
る
。

こ
れ
ら
の
経
費
は
、
五
年
間
の
積
立
と

一
反
三
畝

の
御
塔
田
の

四
四
七



四
四
八

収

入
を
充
て
る
。
料
理
は
、
芋

・
大
根

・
煮

つ
け
な
ど
精
進
料
理
で
あ
る
。

二
月
八
日
、
午
前
九
時
、
上
塔
組
が
御
幣
を
先
頭
に
オ
カ
ワ
の
餅
と
続
い
て
、
薬
師
堂
に
入
る
。
上
塔
組
、

受
塔
組
、
村

の
人
た
ち

で
狭

い
お
堂

の
中
は

一
杯

に
な
る
。
ま
ず
川
並
の
正
源
寺

(曹
洞
宗
)

の
住
職
の
大
般
若
経
転
読
が
お
こ
な
わ
れ
お
説
教
が
あ
る
。
終

わ
る
と
果
物
、
菓
子
な
ど
の
供
え
物
を
村
の
人
た
ち
に
さ
げ

て
、
両
組
だ
け
が
残
り
対
座
す
る
。

ま
ず
上
塔
組
よ
り
挨
拶
が
あ
り
、
長
さ
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
の
宝
玉

(タ
カ
ラ
ダ

マ
)
と
よ
ば
れ
る
円
柱
状

の
も
の
で
お

鏡

の
表

に
七

つ
、
裏
に
三

つ
、
御
幣
に
五
つ
朱
を
捺
す
。
朱
は
食
紅
を
使
う
時
も
あ
る
が
決
ま

っ
て
は
い
な
い
。
こ
の
あ
と
、
オ
ブ
ク

さ
ん
の
箱
と
お
堂
の
鍵
、
お
鏡
を
受
塔
に
渡
し
、
ト
ウ
ワ
タ
弘
は
終
了
、
あ
と
は
直
会
で
あ
る
。
な
お
八
戸

の
御
塔
の
形
式
が
組
御
塔

に
な

っ
た
の
は
区
の
規
約
の

一
部
、
薬
師
如
来
に
関
す
る
規
約
に
よ
れ
ば
明
治
四
十
三
年
の
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
文
書
か
ら
は
五
組
の

オ

コ
ナ
イ
が
、
前
は
三
組
で
あ

っ
た
こ
と
、
そ
の
前
は
個
人
で
御
幣
を
請
け
て
い
た
こ
と
、
立
餅
が
旧
習
で
あ

る
こ
と
も
わ
か
る
。

例
的

山
東
町
志
賀
谷

二
月
二
日
、
牛
玉
の
木
挟
み
。
禰
宜
が
牛
玉
の
木
と
い
っ
て
中
国
伝
来
と
伝
え
る
特
殊

の
木
で

「神
ノ
木
」

一
名
、
牛
玉
二
本
を
作

る
。
長
さ

一
尺
二
寸

(閏
年

一
尺
三
寸
)
の
先
、
三
寸
五
分
を
三

つ
割
に
し
午
壬
法
寅

(
の
ち
志
賀
神
社
と
書
く
)
と
記
し
た
神
札
を

挟

み
先
を
左

へ
巻

い
て
お
く
。
中
央
に
白
紙
を
巻
き
コ
ヨ
リ
を
掛
け
、
上

に
ヨ
リ
カ
ケ
四
本
を
付
け
る
。
こ
れ
を
三
方

に
載
せ
、
紙

の

　　
　

羽
を
そ
え
て
、
神
社
の
内
陣

に
奉
納
す
る
。

オ

コ
ナ
イ
は

「華
の
頭
」
と
も
呼
ば
れ
、

一
月
十
五
日
の
玉
串
か
ら
始
ま
り
、
こ
の
日
、
公
民
館
で
み
く
じ

を
引
き
禰
宜
、
頭
屋
を

決

め
る
。

二
月
八
日
、
朝
か
ら
餅

つ
き
、
し
め
繩
、

エ
ビ
な
ど
の
準
備
を
す
る
。

一
〇
日
、
午
前
六
時
、
火
打
ち
石
を
使

っ
て
点
火
、
も
ち
米

を
蒸
し
始
め
る
。
朝
食

の
の
ち
餅

つ
き
開
始
。
最
後
に
禰
宜
、
頭
人
、
剣
持
、
組
代
表
の
四
人
で
伊
勢
音
頭
に
合
わ
せ
て
五
分
程
度
、

本

社
の
お
鏡
を

つ
く
。
こ
れ
を
お
鏡

つ
き
式
と
い
う
。
午
後
三
時
か
ら
オ
ン
ベ
作
り
に
か
か
る
。
神
体
を
模
し
た
独
特
の
御
幣
を
オ
ン



べ
と
い
い
、
禰
宜
が
作
り
方
を
指
導
す
る
。
そ
の
夜
、

一
〇
時
か
ら

「神
の
膳
」
の
準
備
を
始
め
る
。
十

一
日
、
午
前
零
時
過
ぎ
、
神

社

に
神
の
膳
を
供
え
る
。
ま
ず
本
社
に
五
組
の
膳
と
御
神
酒
を
供
え
、
続

い
て
両
末
社
、
神
明
社
、
多
度
社
の
順

に
供
え
礼
拝
し
、

一

同

退
社
す
る
。
そ
の
の
ち
全
社
分
の
神

の
膳
の
お
下
が
り
を
社
務
所

へ
引
き
上
げ
、
本
社
分
は
頭
屋

へ
配
る
。

こ
の
あ
と
、
御
華

(餅

花
)
が
組
内
を
練
り
、
頭
屋
で
の
御
盃
の
儀
、
社
参
、
祭
典
、
禰
宜

の
交
代
式
、
新
頭
屋
で
の
盃
の
儀
、
鏡
開

の
儀
と
続
く
。

例
㊨

余
呉
町
国
安

誕
生
日
の
順
番
で
、
先
頭

・
後
頭
の

一
組

の
当
人
が
オ
コ
ナ
イ
を
務
め
る
。
元
日
、
餅

つ
き
、
ゴ
ウ
ノ
バ
イ

(牛
玉
宝
印
)
の
制
作

な
ど
を
を
行
う
。
二
日
、
鏡
餅
を
背
負
う
た
め
の
背
負

い
縄
な
ど
社
参

の
準
備
を
午
前
中
に
す
ま
せ
、
正
午
過
ぎ

、
宮
上
げ
の
行
列
が

出
発
。
草
岡
神
社
で
神
事

の
あ
と
次
の
当
人
が
決
ま
る
。
三
日
、
正
午
か
ら
ト
ウ
ワ
タ
シ
の
の
ち
鏡
開
き
を
行

い
、
新
旧
の
当
人
の
あ

い
だ
で
道
具
送
り
を
す
る
。

こ
れ
に
と
も
な
い
国
安

で
は
田
打
ち
を
す
る
。
田
打
ち
は
仕
事
始
め
と
い
う
べ
き
も
の
で
、

一
月
十

一
日
、
早
朝
よ
り
升

・
ゴ
ウ
ノ

バ
イ

・
杉
葉

・
ユ
ズ
リ

ハ
ニ
本
、
ミ
ツ
グ
ワ
を
持

っ
て
自
分
の
苗
代
田
に
行
く
。
田
の
水

口
あ
た
り
で
三
～
四
回
、
ク
ワ
を
入
れ
て
土

を
盛
り
上
げ
、
東
の
方
に
ゴ
ウ
ノ
バ
イ

・
杉
葉

・.ユ
ズ
リ

ハ
を

一
対
立
て
そ
の
中
央
に

一
握
り
の
米
を
撒
く
。
そ
の
あ
と
で
二
拍
し
礼

拝

す
る
。
な
お
ゴ
ウ
ノ
バ
イ
と
は
棒
の
先
を
割

っ
て
宝
珠
を
捺
し
た
美
濃
紙
を
は
さ
ん
だ
も
の
。

例
㊧

余
呉
町
摺
墨

一
月
六
日
、
頭
屋
の
家
で
米
を
蒸
し
、
千
本
づ
き
に
て
餅

つ
き
が
行
わ
れ
る
。

こ
の
時
、
小
豆
の
餅
を
は
な
び
ら
と
い
っ
て
、
栗
の

枝

に
餅
を

つ
け
、
神
棚
に
供
え
る
。
翌
日
の
本
日
に
は
、
神
社
に
お
鏡
を
供
え
、
参
拝
者
の
額

に
土
印
を
捺
す
。
そ
の
の
ち
次
の
頭
屋

が

オ
カ
ワ
を
首
に
掛
け
て
帰
り
、
ト
ウ
ワ
タ
シ
の
儀
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
オ
カ
ワ
は
頭
屋
の
象
徴
と
し
て
、
新
頭
屋
の
家
に
飾
ら
れ
る
。

例
㈲

余
呉
町
下
丹
生

下
丹
生

で
は
、
従
来

一
月
十
三
日
か
ら
十
五
日
で
あ

っ
た
大
頭
行
事
を
平
成
元
年
よ
り
十
五
日
だ
け
に
短
縮
し
た
。
当
日
、
餅
米
を

近
江
の
オ
コ
ナ
イ
に
み
る
牛
玉
宝
印

四
四
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土印を捺す(伊 香郡余呉町褶墨)

四
五
〇

朝
六
時
ぐ
ら
い
か
ら
蒸
し
始
め
、
あ
が
る

と
棒
づ
き
を
行
う
。

神
社

・
阿
弥
陀
堂

・
搗
当
屋

・
オ
カ
ワ
に
入

っ
た
大
頭
餅

・
最

後
に
ノ
ウ
タ
リ
と
い
っ
て
皆
に
分
け
る
餅
を

つ
く
る
。
膳
の
席

の
あ
と
、
大
頭
あ
げ
と
い
っ
て
、
輿
に
大
鏡
を
載
せ
、
村
内
を

一
巡
し
た
の
ち
神
社

に
供
え
る
。
頭
渡
し
が
す
む
と
、
再
び
大

頭
餅
を
下
げ
、
受
当
屋
に
お
い
て
鏡
割
り
を
す
る
。
な
お
改
正

前
ま
で
は
、

一
月
七
日
に
オ
コ
ナ
イ
と
い

っ
て
氏
子
全
員
の
額

に
土
を
捺
し
て
い
た
。

例
㊨

余
呉
町
椿
坂

二
月
二
日
、
米
か
し
。
四
日
、
餅

つ
き
。
五
日
、
八
幡
神
社

に
て
北
座

・
南
座
が
寄

っ
て
、
福
井
県
敦
賀
市
の
浄
土
宗
の
僧

を
招
い
て
、
大
般
若
経

の
転
読
を
行
う
。
そ
の
あ
と
三
献
の
盃

を
行
う
が
、
中
途
に
お

つ
ゆ
が
出
る
。

こ
の
お
つ
ゆ
は
、
「汁

煮
き
ぼ
ば
あ
」
と
い
わ
れ
る
女
性
が
担
当

す
る
。
終
わ
る
と
、

蘇
民
将
来
と
大
般
若
経
の
札
を
も
ら

っ
て
帰
る
。
な
お
椿
坂
で

は
、
お
こ
な
い
と
は
呼
ば
ず
に
神
事

(じ

ん
じ
)
と
い
う
。

例
㈱

余
呉
町
菅
並

当
日
は

一
斗
の
オ
カ
ワ
を
中

に
入
れ
た
お
鏡
を
作
り
、
樒
の

木
で
神
籬
を
作

っ
て
神
前
に
供
え
る
。
塔

渡
し
の
盃
事
に
は
牛



蒡

二
本
を
半
紙
で
ま
き
、
干
柿
を
添
え
る
。
直
会

に
は
豆
腐
の
丸
炊
を
木
の
椀
で
食

べ
、
ま
た
各
自

ワ
ラ
ツ
ト

に
入
れ
て
持

っ
て
帰

　　
　

る
。
現
在

で
は
、
頭
人
は
順
番
で
決
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
当
地

で
は
、
氏
神
さ
ん
の
オ
コ
ナ
イ

(六
所
神
社
)
を
部
落
全
体
で

お

こ
な
う
ほ
か
、
観
音
そ
し
て
地
蔵

の
組
オ
コ
ナ
イ
が
な
さ
れ
る
。

1
湖
西
地
域

の
事
例
-

例

㈲

高
島
郡
朽
木
村
上
麻
生

こ
の
行
事
は
、
日
本
海
で
採
れ
た
シ
イ
ラ
と
い
う
魚
を
、
調
理
し
若
宮
さ
ん
に
供
え
る
も
の
で
あ
る
。
元
日
、

朝
か
ら
若
宮

に
集
合

し
、
二
人
の
宮
守

の
目
の
前

で
、
シ
イ
ラ
が
三
枚

に
お
ろ
さ
れ
る
。
こ
れ
を
お
供
え
し
、
イ

ロ
リ
で
焼
い
た
サ
バ
を
肴
に
お
神
酒
を
酌

み
交
わ
す
。
そ
の
あ
と
お
供
え
を
下
げ

て
、
宮
守
が
牛
玉
宝
印
を
皆
に
配

っ
た
の
ち
、
ナ
オ
ラ
イ
に
移
る
。
こ
の
シ
イ
ラ
と

い
う
魚
は
、

日
本
海
で
は
シ
イ
ラ
漬
け
と
い
う
独
特

の
漁
法
で
捕
獲
さ
れ
る
魚

で
あ
る
。
前
述
の
志
賀
谷
で
も
神

の
膳
に
シ
イ
ラ
を
供
え
る
。

以
上
、
甲
賀
地
域
よ
り
六
例
、
湖
北
地
域
よ
り

一
〇
例
、
湖
西
地
域
よ
り

一
例
、
合
計
十
七
地
区
の
牛
玉
宝
印

お
よ
び
牛
玉
宝
印

の

　　
　

授
与
に
何
ら
か
の
か
か
わ
り
の
あ
る
事
例
を
紹
介
し
た
。

さ
て
牛
玉
宝
印
が
オ

コ
ナ
イ
行
事
の
な
か
で
非
常

に
重
要
な

フ
ア
ク
タ
ー
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
た
の
は

一
九
九
〇
年
に
作
成
し
た

特
別
展
図
録

『近
江

の
オ

コ
ナ
イ
』
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
は
甲
賀
郡
内
の
諸
事
例
を
見
て
触
発
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
意
識
を
明

　　
　

確

に
し
た
の
は
千
載

一
遇
と
い
う
べ
き
か
、

一
九
九

一
年

に
町
田
市
立
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た

『牛
玉
宝
印
ー
祈

り
と
誓
い
の
呪
符
』

の
特
別
展
図
録
執
筆
を
依
頼
さ
れ
た
時
で
あ
る
。
こ
こ
に
紹
介
し
た
十

一
例
と
い
う
報
告
は
量
と
し
て
は
決
し

て
多

い
も
の
で
は
な

い
。

ま
た
そ
の
資
料
は

『近
江
の
オ
コ
ナ
イ
』
か
ら
引
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
や
や
イ
ー
ジ
イ
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
た

だ
し
牛
玉
宝
印
と

い
う
も
の
が
オ
コ
ナ
イ
研
究

の
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
と
い
う
認
識
が
こ
の
時
点
で
明
確

に
な

っ
た
こ
と
、
す

な
わ
ち
新
し
い
切
り
口
が
発
見
で
き
た
こ
と
が
、
私
自
身

に
は
大
き
な
意
味
を
持

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
視
点

か
ら
西
日
本

に
残
る
年

近
江
の
オ
コ
ナ
イ
に
み
る
牛
玉
宝
印

四

五

一



牛玉宝印および牛玉宝印授与に関する一覧表

響 地 区 名
オ コナイ

の 本 日
名F称 形 態 行 為

1 甲賀郡甲賀町小佐治 1月13日 猫柳の枝
1m余 の猫柳 の枝 に「牛五」

と書 いた半紙 を挟 む

「ミト祭 り」といって苗代 の

水 口に挿 して豊作 を祈 る。

2 甲賀郡甲南町稗谷 1月15日 ノ ツ ト 握 りの付いた円形の木版 額に判を捺す所作をする

3 甲賀郡甲南町竜法師 1月10日
ゴ ハ ン

(御飯)
木製の版 額に判を捺す所作をする

4 甲賀郡甲西町三雲字
妙感寺

2月13日 牛玉の木
40cmぐ らいの木の先端 を削

って、牛玉宝印の札 を挟 む

トウワタシの際、大人 よ り

新 トウヤに渡 される

5 甲賀郡水口町杣中 1月12日 牛 玉 手書き牛玉宝印 水口に立てる

6 甲賀郡信楽町多羅尾 2月10日 牛王さん
宝珠を捺した美濃紙をハゼの
木に付けこれに成花を挟む

水戸口に祀 り五穀豊饒を祈
願する

7 坂田郡山東町河内 2月7日 ゴ ー
柳の木に牛玉宝印の半紙を
挟む

額に墨を捺す(改正前)。水口
に立て虫害防除の護符する

8 伊香郡木之本町古橋 3月8日 お鏡に墨書する

9 伊香郡西浅井町
集福寺

2月11日 ゴーの木 約35cmぐ らい の栗の棒
祭典ののち持ち帰り、鍬初
めの際、苗代田へ挿す

10 伊香郡余呉町八戸 2月8日 宝 玉 長 さ27、5㎝の木の棒 お鏡に朱を捺す

11 坂田郡山東町志賀谷 2月11日 牛 玉
神ノ木の先端に牛壬法寅(のち志賀神社と書

く)と記した神札を挟み先を左巻きにする
神社の内陣に供える

12 伊香郡余呉町国安 1月2日 ゴウノバイ 棒の先を割って宝印を捺 し
た美濃紙を挟む

1月11日 、早朝 に田 に挿 し
て田打ちをす る

13 伊香郡余呉町摺墨 1月7日 土 印 20cmぐ らいの棒 参拝者の額 に朱を捺す

14 伊香郡余呉町下丹生 1月15日 オ コナイ 木の棒
棒の先端に土を付けて額に
捺す

15 伊香郡余呉町椿坂 2月5日 札 蘇民将来 と大般若経の神札 門口に貼る

16 伊香郡余呉町菅並 1月11日 ゴ ン ボ 牛旁2本 を半紙で巻 く
トウ ワタ シの際、供物 とす

る

17 高島郡朽木村上麻生 1月1日 牛玉宝印 紙
祭典終了時に参加者に配布
する

A 甲賀郡甲南肺 原 1月13日 ベ ツ トウ 18cmぐ らいの棒 額 に朱 を捺す。掛餅 にの を

書 く。作柄 を占う。

B 甲賀郡石部町西寺 1月15日 漆 の 木
1m60～70cmぐ らいの漆の木の先端に

牛玉宝印と黒印された紙を結びつけるC

オ コナイの途 中この杖で床

を突 く

C 伊香郡余呉町上丹生 1月7日 ハ ン 長 さ20㎝ ぐらいの木の棒 額に朱を捺す

D 伊香郡高月町高野 3月8日 ゴ ー 栗の木の先を4つ に割りに
してお札を挟む

お鏡の前に供える

E 伊香郡高月町馬上 2月9日 ハ タ 松の木に紙を挟み(ハタ)、
大根で作った宝珠印を捺す

大根で作った宝珠印をハタ
のほかにお鏡にも捺す

F
栗太郡栗東町御園字
山入

1月最初の

うしの日
牛 の 版

大日と刻まれた版木に祈薦
を受ける

牛小屋の上部や柱に貼 りつ
ける。

参 考
例1～5、7、10、15、A～Fに ついては 『近江のオコナイ』(注4)に 行事次第が掲載されている。
例8、11に ついては 『湖北のまつ り』(注4)に 行事次第が掲載されている。
例6、9、12、13、14、16に ついては 『神々の酒肴一湖国の神饌』(注1)に 行事次第が掲載されている。
例17に ついては 『滋賀県の祭礼行事』(滋賀県教育委員会1995年 発刊)に 行事次第が掲載 されている。

※オコナイの本日は調査当時のもので、現在、日曜に集中して行われる傾向が顕著である。
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頭

の
オ
コ
ナ
イ
行
事
を
再
照
射
す
る
と
、
底
流

に
牛
玉
宝
印

・
乱
声

・
カ
ン
ジ

ョ
ウ
吊
り
な
ど
の
セ
ッ
ト
が
見

え
て
く
る
。
こ
の
セ
ッ

ト
を
私
の
ブ
イ
ー
ル
ド
の
原
風
景
と
い
う

べ
き
滋
賀
県
北
部

(湖
北
)
に
置
換
し
て
み
る
と
、
逆
に
そ
の
特
殊
性
も
浮
き
彫
り
に
な

っ

て
き
た
。
た
だ
し
方
法
論
的
に
は
甘
さ
が
み
え
、
結
論
も
何
と
な
く
玉
虫
色
、
小
役
人
の
答
弁
の
よ
う
に
結
ん

で
い
る
。
恥
ず
か
し
な

が
ら
紹
介
し
て
み
よ
う
。

「
こ
こ
で
は
牛
玉
宝
印
が
近
江
の
村
々
、
特
に
オ
コ
ナ
イ
の
中
で
ど
の
よ
う
な
諸
相
を
示
す
か
に
つ
い
て
報
告
し
探

っ
て
み
た
。
筆

者

と
し
て
は
、
行
事
の
呼
称
、
行
為
そ
の
も
の
か
ら
判
断
し
、
牛
玉
宝
印
の
系
譜
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ

る
が
、
報
告
の
中
に
は
、

牛

玉
宝
印
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
逸
脱
し
か
ね
な

い
と
思
わ
れ
る
も
の
も
含
ま
れ
て
お
り
、
複
雑
な
様
相
を
我
々

に
呈
示
す
る
。
こ
の
こ

と
は
、
ま
た
オ
コ
ナ
イ
が
、
個
々
の
村
々
の
土
着

の
民
俗
信
仰
や
、
外
来
の
信
仰
を
ふ
ま
え
て
現
在
に
至

っ
て
い
る
こ
と
を
よ
く
示
し

て

い
る
」
具
体
性

に
欠
け
る
こ
の
結
論
か
ら
は
、

い
か
に
も
デ
ー
タ
は
豊
富
だ
が
こ
れ
を
使

い
こ
な
せ
な
い
も
ど
か
し
さ
が
滲
ん
で
い

る
。さ

て
今
回
取
り
上
げ
た
オ
コ
ナ
イ
行
事

に
み
る
牛
玉
宝
印
の
諸
相
は
、
明
確

に
次
の
諸
点

へ
の
足
が
か
り
と
し
て
提
示
し
た
。

-

、

2

、

3

、

オ

コ
ナ
イ
の
根
幹
を
な
す
も
の
は
魔
除
行
為
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
は
牛
玉
宝
印

・
乱
声

・
勧
請
縄

・
弓
射
ち
な
ど
魔
除
行
為
の
積
み
重
ね
で
成
立
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

オ

コ
ナ
イ
行
事

の
複
層
性
も
実
は
魔
除
行
為
の
多
重
性
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
年
頭
の
諸
行
事

と
の
線
引
き
も
こ
の
バ

ロ
メ
ー
タ
ー
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
オ
コ
ナ
イ
行
事
は
、
人
々
の
暮
ら
し
そ
の
も
の
と
密
接
不
可
分

の
行
事
で
あ
る
が
故
に
現
在

ま
で
存
続
し
て
き
た

の
で
あ
る
。
本
稿
で
紹
介
し
た
牛
玉
宝
印
の
村
落

に
お
け
る
種
々
の
受
容

の
形
は
、
単

に
寺
社
か
ら
の
移
行
文
化

を
遵
守
す
る
だ
け
で

近
江
の
オ
コ
ナ
イ
に
み
る
牛
玉
宝
印
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は
な
い
骨
太
さ
を
示
し
て
い
る
。
い
か
に
牛
玉
が
貴
重
な
妙
薬
と
は

い
え
、
庶
民
に
と

っ
て
は
手

の
届
く
存
在
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。

そ
れ
に
類
似
し
た
赤
土
、
も
し
く
は
神
聖
な
土
で
も

っ
て
牛
玉
宝
印
授
与
と
同
様
の
行
為
を
す
る
こ
と
は
、
オ

コ
ナ
イ
の
場
で
は
広
く

見

ら
れ
た
に
違

い
な
い
。
特

に
伊
香
郡
の
余
呉
町

で
は
現
在
も
む
ら
の
人
た
ち
の
手
で
牛
玉
宝
印

の
授
与
が
額

に
、
お
鏡
に
な
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
興
味
深
い
。
甲
賀
郡
で
は
天
台
系

の
寺

々
で
租
々
の
呼
称
で
牛
玉
宝
印

の
授
与
が
法
印

・
別
当

の
介
在
と
と
も
に
行
な
わ

れ

て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
牛
玉
宝
印
は
、
バ
イ
と
か
ボ
ウ
と
か
よ
ば
れ
る
村
々
に
自
生
す
る
木
、
そ
れ
も
霊
力
が
宿
る
と
意
識
さ
れ
る

柳

、
虫
の
つ
か
な
い
漆
の
木
な
ど
に
挟
ま
れ
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
し
て
村
独
自

の
呪
符
と
し
て
田
の
水

口
に
立
て
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

注(
1
)

宇
野
日
出
生

・
中
島
誠

一
共
著

『神
々
の
酒
肴
-
湖
国
の
神

饌
』
(思
文
閣
出
版
)

一
九
九
九
年

(
2
)

拙
稿

「オ
コ
ナ
イ
の
根
幹
を
な
す
も
の
」
(史
学
論
集
i
仏
教

大
学
文
学
部
史
学
科
創
設
三
十
周
年
記
念
)

一
九
九
九
年

(
3
)

拙
稿

「長
浜
市
宮
司
町
の
オ
コ
ナ
イ
に
つ
い
て
」
(市
立
長
浜

城
歴
史
博
物
館
年
報
第

一
号
)

一
九
八
六
年

拙
稿

「東
浅
井
郡
浅
井
町
高
山
の
オ
コ
ナ
イ
に
つ
い
て
」
(市

立
長
浜
城
歴
史
博
物
館
年
報
第
二
号
)

一
九
八
七
年

拙
稿

「坂
田
郡
山
東
町
河
内
の
オ
コ
ナ
イ
に
つ
い
て
」
(市
立

長
浜
城
歴
史
博
物
館
年
報
第
三
号
)

一
九
八
九
年

拙
稿

「
甲
賀
郡
石
部
町
西
寺
の
オ
コ
ナ
イ
に
つ
い
て
」
(市
立

長
浜
城
歴
史
博
物
館
年
報
第
四
号
)

一
九
九

一
年

拙
稿

「伊
香
郡
木
ノ
本
町
杉
野
上
の
オ
コ
ナ
イ
に
つ
い
て
」

(市
立
長
浜
城
歴
史
博
物
館
年
報
第
五
号
)

一
九
九
四
年

拙
稿

「伊
香
郡
木
ノ
本
町
杉
野
中

・
向
の
オ
コ
ナ
イ
に
つ
い

て
」
(市
立
長
浜
城
歴
史
博
物
館
年
報
第
七
号
)

一
九
九
八
年

(4
)

『湖
北
の
ま
つ
り
』
(市
立
長
浜
城
歴
史
博
物
館
特
別
展
図
録
)

一
九
八
五
年

『近
江
の
オ
コ
ナ
イ
』
(市
立
長
浜
城
歴
史
博
物
館
特
別
展
図

録
)

一
九
九
〇
年

(5
)

「近
江
国
多
羅
尾
村
風
俗
問
状
答
」
に
は
、
成
花

・
牛
玉
宝
印

・
子
や
や

・
カ
ン
ジ
ョ
ウ
吊
り
な
ど
当
地
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る

オ
コ
ナ
イ
行
事
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
る
。

(6
)

井
上
頼
寿

『近
江
祭
礼
風
土
記
』
(
一
九
六
〇
年
)
を
参
考

(7
)

井
上
頼
寿

『近
江
祭
礼
風
土
記
』
(
一
九
六
〇
年
)
を
参
考

(8
)

井
上
頼
寿

『近
江
祭
礼
風
土
記
』
(
一
九
六
〇
年
)
を
参
考

(9
)

こ
の
ほ
か
甲
賀
郡
甲
南
町
市
原
、
栗
太
郡
栗
東
町
御
園
字
山
入
、

伊
香
郡
高
月
町
高
野
な
ど
に
牛
玉
宝
印
お
よ
び
牛
玉
宝
印
の
授
与

が
見
ら
れ
る
が
紙
面
の
都
合
で
省
い
た
。
た
だ
し
こ
れ
ら
に
つ
い



て
は

一
覧
表
に
略
述
し
た
。

(10
)

拙
稿

「近
江
の
オ
コ
ナ
イ
に
み
る
牛
玉
宝
印
の
諸
相
」
(町
田

市
立
博
物
館
図
録
第
七
十
八
集
)

一
九
九

一
年

丶

近
江
の
オ
コ
ナ
イ
に
み
る
牛
玉
宝
印

四
五
五




