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代
々
引
き
継
い
だ
生
活
の
一
部
分
を
大
切
に
し
て
い

る
、
そ
ん
な
暮
ら
し
が
天
竜
区
に
は
あ
る
。

　

時
代
は
変
わ
っ
て
も
、
変
わ
ら
な
い
も
の
、
伝
え
守
っ

て
い
く
も
の
…
新
し
い
年
を
迎
え
る
た
め
の
、
新
し
い
年

の
朝
陽
を
受
け
る
た
め
の
、
暮
ら
し
の
様
式
…

　

龍
山
町
の
片
桐
さ
ん
を
訪
ね
た
。

　

輝
い
て
い
た
、
あ
の
頃

   

「
私
が
森
林
組
合
に
就
職
し
た
昭
和
30
年
代
後
半
は
ね
、

３
０
０
石
の
木
を
切
れ
ば
、
当
時
の
役
場
の
課
長
さ
ん
の

２
年
分
の
給
料
に
な
っ
た
か
ら
ね
」（
※
１
石
＝
お
よ
そ

０
・
１
８
㎥
）

　

そ
う
話
す
の
は
、
龍
山
町
で
暮
ら
す
片
桐
和
彦
さ
ん
。

龍
山
で
生
ま
れ
て
か
ら
77
年
間
ず
っ
と
、
こ
こ
で
暮
ら
し

て
い
る
。

   

「
あ
の
頃
、
中
学
の
同
級
生
は
１
０
０
人
以
上
い
た

な
ぁ
。
龍
山
中
学
は
大お
お

嶺み
ね

と
瀬せ

尻じ
り

に
そ
れ
ぞ
れ
教
室
が

あ
っ
た
か
ら
ね
。
こ
の
集
落
に
も
多
く
の
人
が
住
ん
で
い

て
さ
。
山
も
、人
も
、み
ん
な
元
気
で
、活
気
が
あ
っ
た
ね
。

　

で
も
今
じ
ゃ
、
山
に
は
〝
光
〟
が
当
た
ら
ず
、
集
落
で

は
回
覧
板
を
回
す
の
も
ひ
と
苦
労
。
隣
家
ま
で
の
距
離
が

ど
ん
ど
ん
遠
く
な
っ
て
ね
…
一
つ
空
き
家
に
な
っ
た
と

思
っ
た
ら
、
ま
た
、
あ
そ
こ
も
空
き
家
に
…
。

   

で
も
ね
、
こ
れ
も
時
代
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
。
今

じ
ゃ
ぁ
、
会
社
と
か
ど
こ
か
勤
め
に
行
か
な
き
ゃ
暮
ら
し

て
い
け
な
い
。

　

子
ど
も
が
学
校
へ
行
け
る
〝
距
離
〟
を
考
え
な
き
ゃ
い

け
な
い
。
生
活
し
や
す
い
環
境
を
整
え
る
こ
と
は
必
要
な

時
代
だ
か
ら
ね
」

　

時
代
が
変
わ
っ
た
今
、
地
域
の
実
情
を
見
つ
め
る
片
桐

さ
ん
の
表
情
が
、
少
し
寂
し
そ
う
に
見
え
た
。

　

平
成
29
年
３
月
現
在
、
龍
山
町
の
人
口
は
６
０
０
人
を

切
っ
た
。
小
学
校
は
横
山
小
学
校
に
、
中
学
校
は
光
が
丘

中
学
校
に
統
合
し
て
〝
龍
山
〟
と
名
の
付
く
学
校
は
、
今

は
な
い
。

　

変
わ
っ
て
も
、
変
わ
ら
な
い
も
の

　
「
集
落
に
暮
ら
す
人
数
は
減
っ
て
も
、
時
代
は
変
わ
っ

て
も
、
地
域
に
は
変
わ
ら
な
い
も
の
が
あ
る
ん
で
す
」
片

桐
さ
ん
は
続
け
た
。
そ
の
代
表
的
な
二
つ
の
こ
と
を
教
え

て
く
れ
た
。

　

一
つ
目
は
常
会
。
月
末
に
は
、
集
落
の
全
21
世
帯
が
集

ま
っ
て
会
合
を
開
く
。

　

自
治
会
長
さ
ん
か
ら
、
市
か
ら
の
依
頼
事
項
の
伝
達
が

あ
っ
た
り
地
域
の
困
り
ご
と
の
相
談
を
し
た
り
、
ま
た
、

世
間
話
を
し
た
り
し
て
集
落
の
人
た
ち
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
場
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
ん
な
や
り
と
り
も
み
ら
れ
る
。
一
人
暮
ら
し
世
帯
や

高
齢
者
世
帯
が
増
え
て
き
た
こ
の
集
落
。
欠
席
が
続
く
人

が
い
る
と
、「
○
○
さ
ん
を
最
近
見
な
い
が
」「
そ
う
い
や
、

最
近
、
足
が
悪
く
な
っ
て
ね
」
な
ど
と
話
題
に
な
る
。

　

す
る
と
、
あ
る
人
が
「
そ
れ
じ
ゃ
ぁ
、
ワ
シ
が
ち
ょ
っ

と
○
○
し
て
手
伝
っ
て
や
ら
っ
か
」
と
な
る
。
共
助
の
つ

な
が
り
で
あ
る
。
常
会
が
、
集
落
の
「
見
守
り
体
制
」
と

し
て
の
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

二
つ
目
は
年
中
を
通
し
た
ま
つ
り
ご
と
。

　

例
え
ば
、
1
月
に
は
新
年
の
顔
合
わ
せ
会
、
2
月
に
は

山
の
神
の
お
日
待
ち
、
3
月
に
は
お
彼
岸
、
6
月
に
は
津

島
様
の
お
日
待
…
と
、
集
落
で
は
１
月
か
ら
の
行
事
が
立

て
続
け
に
行
わ
れ
る
。

　
「
昔
か
ら
、
み
ん
な
で
集
ま
っ
て
や
っ
て
る
ん
で
す
」

　

若
水
汲
み
。
そ
れ
は
一
年
の
最
初
に
や
る
事

　

龍
山
で
生
ま
れ
育
っ
た
片
桐
さ
ん
だ
か
ら
こ
そ
、
欠
か

さ
ず
行
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
…
。

　
「
1
年
の
い
ち
ば
ん
最
初
に
や
る
こ
と
。
そ
れ
は
〝
若

水
汲
み
〟
だ
ね
」
元
日
の
朝
は
毎
年
早
起
き
し
て
、
家
の

近
く
の
清
水
か
ら
水
を
汲
む
。
そ
し
て
そ
れ
を
使
っ
て
お

茶
を
沸
か
し
た
り
、
雑
煮
を
作
っ
た
り
す
る
と
い
う
。

　
「
昔
は
火
も
起
こ
し
た
ん
だ
よ
ね
、ガ
ス
な
ん
か
な
か
っ

た
か
ら
。
そ
う
そ
う
、
ガ
ス
が
各
家
庭
に
入
っ
て
き
た
の

は
昭
和
40
年
代
、
テ
レ
ビ
は
30
年
代
。
昔
は
何
で
も
自
分

た
ち
で
や
っ
て
い
た
ん
だ
よ
ね
。
世
の
中
、
便
利
に
な
っ

た
…
で
も
ね
、忘
れ
た
く
な
い
も
の
っ
て
あ
る
ん
だ
よ
ね
」

　

そ
う
い
っ
て
、
片
桐
さ
ん
は
、
家
の
奥
の
方
か
ら
何
や

ら
い
ろ
い
ろ
と
取
り
出
し
て
き
た
。

　
「
こ
れ
が
、
ひ
し
ゃ
く
、
こ
れ
が
桶
、
盆
、
そ
れ
か
ら

…
」
見
せ
て
く
れ
た
道
具
の
数
々
。
こ
れ
ら
を
使
っ
て
一

年
中
の
片
桐
家
の
ま
つ
り
ご
と
を
一
人
で
行
っ
て
い
る
と

い
う
。
1
月
か
ら
12
月
ま
で
の
ま
つ
り
ご
と
を
詳
し
く
、

そ
し
て
分
か
り
や
す
く
教
え
て
く
れ
た
。

　

1
月
4
日
の
朝
に
は
「
山
の
始
め
」
と
言
っ
て
ね
、
御

洗
米
や
果
物
な
ん
か
を
木
の
根
っ
こ
に
置
い
て
、
木
を
切

る
真
似
を
す
る
ん
だ
。
に
ゅ
う
ぎ
（
新
木
：
下
写
真
参
照
）

を
作
り
始
め
る
の
も
こ
の
と
き
。

　

6
日
は
「
女
の
年
取
り
」
と
言
っ
て
、
正
月
が
終
わ
っ

て
ほ
っ
と
一
息
の
日
だ
ね
。
7
日
は
七
草
粥
を
作
っ
て
一

年
の
無
病
息
災
を
願
っ
て
食
べ
る
。
こ
の
日
に
門
松
を
寝

か
す
（
倒
す
）
ん
だ
。
そ
れ
か
ら
…
。

　

ふ
ん
ふ
ん
と
感
心
し
な
が
ら
12
月
ま
で
聞
い
て
い
く

と
、「
お
や
じ
の
見
よ
う
見
真
似
だ
よ
」
と
、
片
桐
さ
ん

は
ほ
ほ
笑
み
な
が
ら
付
け
加
え
た
。

　

伝
え
て
い
く
こ
と
、
伝
え
て
も
ら
う
こ
と

　

後
悔
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。

　
「
お
や
じ
に
、も
っ
と
し
っ
か
り
聞
い
て
お
け
ば
よ
か
っ

た
。こ
れ
は
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
か
、何
の
た
め
に
や
っ

て
い
る
の
か
、
っ
て
ね
」

　

片
桐
さ
ん
は
、
文
献
な
ど
で
一
生
け
ん
め
い
調
べ
た
の

だ
そ
う
だ
。

　
「
若
い
と
き
、
働
い
て
い
る
と
き
に
は
明
日
の
こ
と
が

い
ち
ば
ん
大
事
で
さ
。
山
の
始
め
？
女
の
年
取
り
？
全
然

興
味
も
な
か
っ
た
し
。
お
や
じ
が
何
か
教
え
伝
え
よ
う
と

声
を
掛
け
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
そ
の
頃
は
た

だ
う
る
さ
い
な
ぁ
と
し
か
思
わ
な
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
ね
」

　

ち
ょ
っ
と
嫌
味
な
言
葉
を
投
げ
て
み
た
。

　

息
子
さ
ん
に
ま
つ
り
ご
と
の
意
味
を
伝
え
て
い
る
の

か
、
と
。
す
る
と
片
桐
さ
ん
は
笑
っ
た
。

　
「
そ
れ
は
、
分
か
る
よ
。
聞
く
の
は
面
倒
だ
っ
て
。
若

い
う
ち
は
そ
う
だ
も
ん
。
知
り
た
く
な
っ
た
ら
知
れ
ば
い

い
。
で
も
ね
、
聞
い
て
く
れ
る
と
き
も
あ
る
か
ら
、
そ
の

時
に
し
っ
か
り
伝
え
ら
れ
る
こ
と
は
伝
え
て
い
く
よ
」

　

守
る
こ
と

　

片
桐
家
で
代
々
続
け
て
い
る
年
中
の
ま
つ
り
ご
と
。
片

桐
家
の
風
習
、
文
化
で
あ
る
。

　

聞
く
と
、
毎
月
1
日
に
は
、
家
中
50
ヵ
所
に
榊
を
お
ま

つ
り
し
て
い
る
し
、
毎
月
何
か
し
ら
の
ま
つ
り
ご
と
が
あ

り
、
準
備
か
ら
考
え
る
と
多
く
の
時
間
と
労
力
、
そ
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
に
技
が
必
要
だ
。

　
「
今
は
省
い
て
い
る
の
も
あ
る
け
ど
ね
。
こ
れ
か
ら
も
、

や
れ
る
よ
う
に
や
っ
て
い
く
よ
。
片
桐
流
で
ね
」
片
桐
さ

ん
は
笑
っ
て
簡
単
そ
う
に
言
う
が
、
片
桐
家
の
「
ま
つ
り

ご
と
」
を
守
っ
て
い
く
こ
と
は
、
誰
に
で
も
で
き
る
こ
と

で
は
な
い
。

　

誰
が
た
め
に
、
陽
は
当
た
る

　

新
し
い
年
が
始
ま
る
。

　

す
で
に
12
月
25
日
の
「
花
迎
え
」
を
済
ま
せ
た
。
歯
の

健
康
を
願
う
「
歯
が
た
め
」
用
に
秋
か
ら
準
備
し
て
き
た

干
し
柿
も
大
丈
夫
だ
。
庭
に
作
っ
た
門
松
に
、
も
う
す
ぐ

初
日
が
当
た
ろ
う
と
し
て
い
る
。

　

片
桐
さ
ん
の
願
い
は
ひ
と
つ
。

　
「
今
年
も
、
来
年
も
、
再
来
年
も
ず
っ
と
。
自
分
も
、

家
族
も
、
集
落
の
み
ん
な
も
、
こ
こ
で
新
し
い
年
を
迎
え
、

す
こ
や
か
に
暮
ら
せ
る
よ
う
に
」

▲年中のまつりごとに使う道具を見せてくれる片桐さん

▲家中の飾り付け（毎月１日） ▲鬼おどし（節分） ▲にゅうぎ（小正月）
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