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只
見
町
の
年
配
の
方
々
か
ら
お
話

を
伺
っ
た
時
、
最
初
に
う
け
た
印
象

は
性
別
に
ほ
と
ん
ど
関
係
な
く
識
字

率
が
高
い
こ
と
と
、
農
業
法
な
ど
の

近
代
的
技
術
も
含
め
て
学
問
に
対
す

る
熱
心
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
と
い
う

こ
と
で
し
た
。
も

ち
ろ
ん
外
国
人
で

あ
る
私
に
は
そ
の

水
準
を
正
確
に
計

る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
が
、
私
た
ち

に
対
す
る
町
民
の

方
々
の
優
し
い
待

遇
の
裏
に
は
学
問

に
対
す
る
関
心
の

深
さ
も
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い

ま
し
た
。
他
所
の

人
に
、
自
分
た
ち

の
民
俗
文
化
を
何

時
間
も
丹
念
に
飽

き
ず
に
語
る
の
を

見
て
、
少
し
ず
つ

只
見
町
の
教
育
に

つ
い
て
興
味
を
持

ち
始
め
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
神
奈
川
大
学
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ

ロ
グ
ラ
ム
と
は
別
に
、
佐
野
賢
治
先

生
ゼ
ミ
の
大
学
院
生
に
よ
る
民
俗
調

査
団
が
２
０
０
８
年
３
月
に
刊
行
し

た
『
大
倉
の
民
俗
―
福
島
県
南
会
津

郡
只
見
町
大
倉
―
』（
佐
野
賢
治
編
）

の
な
か
で
、
教
育
に
つ
い
て
の
簡
単

な
報
告
を
書
き
ま
し
た
。
私
た
ち
院

生
に
よ
る
民
俗
調
査
団
に
は
、
オ
ー

ス
ト
リ
ア
か
ら
サ
イ
モ
ン
さ
ん
、
韓

国
か
ら
林
淑
姫
さ
ん
、
そ
し
て
フ
ラ

ン
ス
か
ら
は
私
と
い
う
３
人
の
留
学

生
が
い
ま
し
た
。
こ
こ
に
ベ
テ
ラ
ン

調
査
員
の
小
松
大
介
さ
ん
や
古
谷
野

洋
子
さ
ん
な
ど
が
参
加
し
て
い
て
、

国
際
的
で
と
て
も
有
意
義
な
民
俗
調

査
を
経
験
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。な
に
よ
り
有
り
難
か
っ
た
の
は
、

町
民
の
方
々
に
お
会
い
す
る
度
に
学

生
と
住
民
が
学
問
の
楽
し
さ
を
一
緒

に
共
有
で
き
る
機
会
を
多
く
い
た
だ

い
た
こ
と
で
す
。

私
に
と
っ
て
只
見
は
紛
れ
も
な
く

外
国
で
す
。
そ
れ
で
も
、
明
治
時
代

か
ら
始
ま
っ
た
欧
米
と
の
交
流
が
長

く
な
っ
た
お
陰
で
（
い
い
面
と
悪
い

面
も
）、
只
見
町
の
住
民
も
欧
米
人

で
あ
る
私
も
近
代
化
の
経
験
を
共
に

持
っ
て
い
る
と
感
じ
ま
し
た
。ま
た
、

教
育
に
つ
い
て
調
べ
た
と
こ
ろ
、
戦

後
、
只
見
町
で
は
多
く
の
農
家
の
子

ど
も
た
ち
に
高
等
学
校
や
大
学
へ
進

学
す
る
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
る
社
会
を

作
っ
て
い
こ
う
と
い
う
地
域
あ
げ
て

の
努
力
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
こ

か
ら
も
こ
の
地
域
で
の
教
育
や
学
問

へ
の
熱
意
を
垣
間
み
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
が
私
た
ち
大
学

院
生
に
よ
る
調
査
を
支
持
し
て
く
れ

た
基
盤
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
し

た
。只

見
町
の
伝
統
的
な
生
活
様
式
が

近
代
化
し
た
の
は
、
田
子
倉
ダ
ム
が

竣
工
し
た
以
降
の
高
度
経
済
成
長
期

（
昭
和
３０
年
代
）
の
頃
だ
そ
う
で
す

が
、
そ
れ
を
思
え
ば
、
前
近
代
的
な

民
俗
文
化
が
わ
り
と
最
近
ま
で
存
在

し
て
い
た
と
言
え
ま
す
。
さ
ら
に
、

そ
の
時
代
を
生
き
た
方
々
が
、
ま
だ

町
内
に
は
た
く
さ
ん
お
ら
れ
ま
す
。

そ
の
お
陰
で
、
い
わ
ゆ
る
「
伝
統
的

社
会
」
の
消
滅
と
い
う
中
に
あ
っ
て

も
、
只
見
町
の
住
民
が
自
分
の
力
で

民
具
カ
ー
ド
を
記
録
し
た
の
で
す
。

近
代
教
育
の
普
及
と
只
見
町
民
の
学

問
へ
の
情
熱
が
も
た
ら
し
た
興
味
深

い
成
果
だ
と
思
い
ま
す
。

只
見
町
の
民
俗
文
化
は
、
気
候
的

に
は
厳
し
い
冬
、
地
理
的
に
は
深
い

山
と
い
う
特
殊
な
自
然
環
境
か
ら
生

ま
れ
た
も
の
で
す
。
こ
れ
に
加
え
て

只
見
町
民
が
近
代
化
の
過
程
で
培
っ

た
文
化
や
学
問
に
対
す
る
熱
意
、
そ

し
て
戦
前
を
経
験
さ
れ
た
話
者
が
健

在
で
あ
る
と
い
う
民
俗
学
に
と
っ
て

極
め
て
恵
ま
れ
た
環
境
が
相
ま
っ

て
、「
只
見
方
式
」
に
よ
る
民
具
整

理
や
カ
ー
ド
へ
の
記
録
、
さ
ら
に
は

作
業
工
程
表
を
編
集
す
る
と
い
う
偉

業
を
達
成
で
き
た
の
だ
と
思
い
ま

す
。
こ
れ
ら
の
好
条
件
が
あ
っ
た
か

ら
こ
そ
、
只
見
町
と
い
う
地
域
で
世

界
初
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
エ
コ
ミ

ュ
ー
ジ
ア
ム
が
誕
生
し
た
の
だ
と
確

信
し
て
い
ま
す
。

と
っ
て
お
き
の
話
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▲民具カードを整理する町民（平成 ２ 年）

▲完成した『大倉の民俗』


