
─ 34 ─

日
本
の
伝
統
文
化
を
考
え
る

『
楢な

ら

戸ど

流
綱つ
な

火び

か
ら
み
る
綱つ
な

火び

の
保
存
』

筑
波
大
学　

人
文
・
文
化
学
群　

１
年　
　
　
　
　
　
　
　

宮
本　

大
翔　
　
　

目　
　
　

次

梗
概
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
35

第
１
章　

は
じ
め
に
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
35

第
２
章　

楢
戸
流
綱
火
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
37

　
（
１
）
楢
戸
流
綱
火
の
消
失
ま
で
の
経
緯

　
（
２
）
復
活
さ
せ
る
目
的
と
手
法

　
（
３
）
楢
戸
流
綱
火　

復
活
に
向
け
た
調
査

　
（
４
）
そ
の
他
の
調
査
と
考
察

第
３
章　

茨
城
に
残
る
３
つ
の
綱
火
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
41

　

第
１
節　

小
張
松
下
流
綱
火
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
41

　
（
１
）
小
張
松
下
流
綱
火
の
起
こ
り

　
（
２
）
現
代
の
綱
火

　
（
３
）
小
張
松
下
流
綱
火
演
目
詳
細

　
（
４
）
保
存
へ
の
取
り
組
み

　

第
２
節　

高
岡
流
綱
火
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
45

　
（
１
）
高
岡
流
綱
火
の
起
こ
り

　
（
２
）
現
代
の
綱
火

　
（
３
）
高
岡
流
綱
火
演
目
詳
細

　
（
４
）
保
存
へ
の
取
り
組
み

　

第
３
節　

葛
城
流
綱
火
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
48

　
（
１
）
葛
城
流
綱
火
の
起
こ
り

　
（
２
）
現
代
の
綱
火

　
（
３
）
葛
城
流
綱
火
演
目
詳
細

　
（
４
）
保
存
へ
の
取
り
組
み

第
４
章　

宮
本
流
綱
火
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
51

　
（
１
）
宮
本
流
綱
火
の
起
こ
り

　
（
２
）
宮
本
流
綱
火
の
技
法

第
５
章　

ま
と
め
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
57

参
考
・
引
用
文
献
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
59

掲
載
写
真
図
表
一
覧
……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
61



─ 35 ─

梗　

概

私
の
地
元
茨
城
県
つ
く
ば
み
ら
い
市
は
、
国
指
定
重
要
無
形
民
俗
文

化
財
の
綱つ
な

火び

が
あ
る
。
戦
国
時
代
か
ら
４
０
０
年
以
上
続
い
て
お
り
、

大
変
歴
史
の
あ
る
も
の
だ
が
、
知
名
度
も
低
く
ま
た
現
在
後
継
者
不
足

と
い
う
問
題
に
も
直
面
し
て
い
る
。

そ
こ
で
今
回
こ
の
綱
火
を
守
る
1
つ
の
方
法
が
日
本
各
地
の
伝
統
文

化
の
継
承
の
手
助
け
に
な
れ
ば
よ
い
と
考
え
て
い
る
。

綱
火
は
現
在
、
小お

張ば
り

松ま
つ

下し
た

流
・
高た
か

岡お
か

流
・
葛
か
つ
ら

城ぎ

流
の
3
つ
の
流
派
が

あ
る
の
だ
が
か
つ
て
は
い
く
つ
も
の
流
派
が
あ
っ
た
の
だ
っ
た
。
し
か

し
戦
争
や
歴
史
の
中
で
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
が
流
行
し
、
綱
火
だ
け
で
な
く
各
地
の
日
本
の
伝
統
文
化
と
し

て
の
祭
り
行
事
が
中
止
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
伝
統
や
技
の
継
承
が

上
手
く
い
っ
て
い
な
い
地
区
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

楢な
ら

戸ど

流
綱
火
は
現
在
は
消
滅
し
て
お
り
、
映
像
資
料
は
お
ろ
か
、
ど

の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
を
伝
え
る
本
な
ど
も
全
く
と
言
っ
て
い
い
ほ

ど
な
い
。
そ
こ
で
住
民
の
地
域
に
対
す
る
誇
り
や
愛
着
を
高
め
、
見
物

客
な
ど
と
の
新
た
な
交
流
を
生
み
出
し
、
地
域
創
生
や
活
性
化
に
つ
な

げ
る
た
め
に
も
楢
戸
流
綱
火
の
復
活
を
な
し
と
げ
た
い
と
感
じ
た
。
ま

た
、
な
ぜ
消
滅
と
い
う
悲
劇
が
起
こ
っ
た
の
か
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ

り
、
こ
れ
が
他
の
流
派
で
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
方
策
を
示

し
て
い
け
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
こ
で
他
の
流
派
の
現
状
を

記
録
、
保
存
す
る
と
共
に
後
継
者
不
足
に
な
っ
た
場
合
の
対
策
を
示
し

た
。既

存
の
流
派
の
現
状
を
述
べ
、
技
術
保
存
の
た
め
に
口
伝
え
で
代
々

伝
わ
っ
て
き
た
複
雑
な
綱
の
張
り
方
を
図
示
し
た
。

し
か
し
技
術
を
テ
ク
ス
ト
や
図
解
な
ど
で
記
録
で
き
た
と
し
て
も
、

楢
戸
流
綱
火
の
よ
う
に
人
手
不
足
で
消
滅
し
て
し
ま
う
の
も
、
時
間
の

問
題
で
あ
る
。

ま
た
、
保
存
会
の
人
数
が
減
っ
て
、
綱
火
の
開
催
が
困
難
に
な
っ
た

時
の
た
め
の
対
策
も
講
じ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
単
独
で
も

綱
火
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
方
法
を
、
私
の
研
究
と
試
行
錯
誤
の
末
、

宮
本
流
綱
火
と
し
て
導
き
出
し
た
。

第
１
章　

は
じ
め
に

私
は
綱
火
保
存
会
に
加
入
し
、
綱
火
の
歴
史
調
査
や
綱
火
の
保
存
、

自
ら
の
問
題
解
決
能
力
を
使
っ
た
綱
火
の
改
良
を
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し

て
い
る
。

綱
火
と
は
、
戦
国
末
期
か
ら
戦
勝
祝
い
や
豊
作
祈
願
と
し
て
伝
承
さ

れ
て
き
た
伝
統
行
事
で
、
空
中
に
綱
を
張
り
巡
ら
せ
、
そ
の
綱
を
使
っ

て
人
形
や
船
な
ど
を
操
り
、人
形
芝
居
を
演
じ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

太
鼓
や
笛
の
お
囃は
や
し子

に
合
わ
せ
て
、
人
形
が
動
き
な
が
ら
綱
を
伝
い
、

仕
掛
花
火
が
数
々
の
演
出
を
添
え
る
。
現
在
こ
の
か
ら
く
り
人
形
劇
の

綱
火
は
全
国
に
3
か
所
の
み
残
っ
て
お
り
、
す
べ
て
が
茨
城
県
南
地
区
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で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
歴
史
的
価
値
が
評
価
さ
れ
、
小
張
松
下
流
、
高
岡
流

が
１
９
７
６
（
昭
和
51
）
年
５
月
４
日
に
第
１
回
重
要
無
形
民
俗
文
化

財
に
指
定
さ
れ
た
。

世
界
に
目
を
向
け
る
と
あ
や
つ
り
人
形
劇
や
花
火
の
文
化
は
あ
る
も

の
の
こ
れ
ら
の
２
つ
が
融
合
し
た
も
の
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
で
は
、

日
本
に
目
を
向
け
て
み
る
と
ど
う
か
と
い
う
と
、
琉
球
か
ら
渡
来
し
た

三
味
線
を
伴
奏
に
、
あ
や
つ
り
人
形
を
動
か
す
人
形
浄
瑠
璃
を
は
じ
め

と
す
る
数
多
く
の
人
形
劇
や
、
独
自
に
発
展
し
た
花
火
を
使
用
し
た
神

事
は
数
山
々
な
れ
ど
、
や
は
り
2
つ
が
融
合
し
た
も
の
は
、
こ
の
綱
火

以
外
例
が
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
の
人
形
劇
に
花
火
を
融
合
さ
せ
る
特

異
性
や
特
殊
性
が
全
国
だ
け
で
な
く
、
世
界

か
ら
も
高
い
評
価
を
得
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
価
値
が
あ
る
に
も

関
わ
ら
ず
、
今
ま
で
本
格
的
な
調
査
や
研
究

が
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
綱

火
に
関
す
る
文
献
や
古
い
資
料
は
数
少
な

く
、
地
区
の
長
老
か
ら
の
口
伝
え
が
頼
り
と

な
っ
て
お
り
、
早
急
に
調
査
・
保
存
し
な
け

れ
ば
、
次
世
代
に
継
承
す
る
こ
と
が
難
し
く

な
っ
て
く
る
の
で
は
と
い
う
疑
問
を
抱
き
、

綱
火
に
つ
い
て
詳
し
く
調
査
し
て
い
こ
う
と

考
え
た
。

綱
火
は
茨
城
県
つ
く
ば
み
ら
い
市
の
小
張
地
区
、
高
岡
地
区
（
旧
伊

奈
町
）、
楢
戸
地
区
（
旧
谷や
わ
ら和
原
村
）、
常
じ
ょ
う

総そ
う

市
の
大お
お
つ
か塚
戸ど

地
区
（
旧

水み
つ
か
い
ど
う

海
道
市
）
の
四
カ
所
で
行
わ
れ
て
い
た
が
、
つ
く
ば
み
ら
い
市
の
楢

戸
流
（
旧
谷
和
原
村
）
は
、
昭
和
初
期
に
消
滅
し
、
現
在
で
は
、
つ
く

ば
み
ら
い
市
の
小
張
松
下
流
、
高
岡
流
（
旧
伊
奈
町
）、
常
総
市
の
葛

城
流
（
旧
水
海
道
市
）
の
三
派
が
残
っ
て
い
る
。（
図
１
、２
参
照
）

図１

図２
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第
２
章　

楢
戸
流
綱
火

楢
戸
流
綱
火
は
、『
小
張
松
下
流
綱
火
』
に
お
い
て
、
宮
田
は
「
隣

村
の
谷
和
原
の
楢
戸
流
綱
火
。（
中
略
）
楢
戸
流
か
ら
く
り
は
、
完
全

に
消
滅
し
た
ま
ま
で
あ
る
。
私
が
こ
ど
も
の
頃
は
す
ぐ
近
い
と
こ
ろ
な

の
で
、
見
に
行
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
関
係
し
た
人
は
生
存
し
て
い

な
い
の
だ
ろ
う
が
、
綱
火
の
用
具
な
ど
は
、
ど
う
な
っ
た
こ
と
か
」ⅰ

と
述
べ
て
い
る
（
宮み
や
た田
誠せ
い

治じ

『
小
張
松
下
流
綱
火
』1986, p.30, 31

）。

こ
こ
に
あ
る
通
り
、
現
在
は
消
滅
し
て
お
り
、
映
像
資
料
は
お
ろ
か
、

ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
を
伝
え
る
本
な
ど
も
全
く
と
言
っ
て
い
い

ほ
ど
な
い
。

そ
こ
で
私
は
こ
の
楢
戸
流
綱
火
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を

調
査
し
、
消
滅
ま
で
の
経
緯
を
た
ど
る
こ
と
に
し
た
。

（
１
）
楢
戸
流
綱
火
の
消
失
ま
で
の
経
緯

◎
楢
戸
流
綱
火
の
起
こ
り

・ 

東と
う
ふ
く
じ
福
寺
の
境
内
で
行
わ
れ
て
い
た
。

・  

東
楢
戸
地
区
の
住
民
に
聞
き
込
み
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、「
小

張
や
高
岡
よ
り
も
昔
か
ら
行
わ
れ
、
綱
火
の
元
祖
で
あ
る
と
聞

い
た
こ
と
が
あ
る
」
と
い
う
人
も
い
た
。
も
し
、
こ
れ
が
本
当

な
ら
１
６
０
０
（
慶け
い
ち
ょ
う長５

）
年
以
前
か
そ
れ
ぐ
ら
い
の
時
期
に

開
始
さ
れ
た
と
推
測
で
き
る
。
一
方
、東
福
寺
の
北き
た
じ
ま島
住
職
は
、

「
高
岡
地
区
は
う
ち
の
檀だ
ん
か家
で
あ
る
た
め
、
高
岡
流
が
境け
い
だ
い内
で

発
表
し
た
の
で
は
な
い
か
」
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
東

楢
戸
で
開
始
さ
れ
た
の
は
、
高
岡
流
よ
り
後
の
１
６
１
３
（
慶

長
18
）
年
以
降
と
推
測
で
き
る
。

◎
楢
戸
流
綱
火
の
消
滅

・ 

東
楢
戸
地
区
の
90
代
の
女
性
と
80
代
の
男
性
が
子
供
の
頃
に
東

福
寺
で
綱
火
を
や
っ
て
い
た
の
を
見
た
記
憶
が
あ
る
。
ま
た
、

他
の
流
派
も
日に
っ
し支
事じ
へ
ん変
（
１
９
３
７
年
）
が
勃
発
し
て
か
ら
戦

時
中
は
人
手
不
足
や
灯と
う
か火
管か
ん
せ
い制
に
よ
っ
て
夜
の
行
事
が
で
き
な

く
な
り
、
綱
火
は
行
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
日
支
事
変

が
起
こ
っ
た
１
９
３
７
（
昭
和
12
）
年
く
ら
い
ま
で
は
、
行
わ

れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。

（
２
）
復
活
さ
せ
る
目
的
と
手
法

◎
目
的

現
在
、
国
や
県
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
綱
火
の

元
祖
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
さ
ら
に
綱
火
と
い
う
も
の
を
詳

し
く
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
綱
火
を
復

活
さ
せ
る
こ
と
で
住
民
の
地
域
に
対
す
る
誇
り
や
愛
着
を
高
め
、
見

物
客
な
ど
と
の
新
た
な
交
流
を
生
み
出
し
、
地
域
創
生
や
活
性
化
に

つ
な
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
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◎
手
法

・ 
文
献
な
ど
に
よ
る
資
料
調
査

・ 
行
わ
れ
て
い
た
寺
社
の
特
定

・ 

楢
戸
地
区
の
住
民
並
び
に
他
の
流
派
の
人
に
聞
く

資
料
調
査
や
話
を
聞
い
た
も
の
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た

の
か
を
考
察
し
、
再
現
を
試
み
る
。

（
３
）
楢
戸
流
綱
火　

復
活
に
向
け
た
調
査

①
先
行
の
研
究
資
料
や
刊
行
資
料

・ 『
小
張
松
下
流
綱
火
～
伝
統
芸
能
３
８
０
年
の
歴
史
～
』
に
お

い
て
宮
田
は
「
隣
村
の
谷
和
原
の
楢
戸
流
綱
火
。（
中
略
）
楢

戸
流
か
ら
く
り
は
、
完
全
に
消
滅
し
た
ま
ま
で
あ
る
。
私
が
こ

ど
も
の
頃
は
す
ぐ
近
い
と
こ
ろ
な
の
で
、
見
に
行
っ
た
こ
と
を

思
い
出
す
。
関
係
し
た
人
は
生
存
し
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
が
、

綱
火
の
用
具
な
ど
は
、
ど
う
な
っ
た
こ
と
か
」
と
述
べ
て
い
る

（
宮
田
誠
治
『
小
張
松
下
流
綱
火
』1986, p.30, 31

）。

・ 『
伊い
な奈
の
歴
史　

第
３
号
』
に
お
い
て
大お
お
は
し橋
勘か
ん

二じ

は
「
こ
の
周

り
と
い
え
ば
、
イ
今
は
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
昔
は
東
楢

戸
に
も
綱
火
が
あ
っ
て
、
こ
こ
に
は
う
ち
か
ら
花
火
を
も
っ
て

い
っ
た
り
し
て
い
ま
し
た
」ⅱ
と
述
べ
て
い
る
（
伊
奈
町
史

編へ
ん
さ
ん纂
委
員
会
・
編
集
『
伊
奈
の
歴
史　

第
３
号
』1997, p.64

）。

②
現
地
調
査

・ 

楢
戸
地
区
の
寺
社
（
光こ
う
み
ょ
う
い
ん

明
院
、
東
福
寺
、
鹿か
し
ま島

神
社
、
愛あ
た
ご宕

神

社
）
を
下
見
（2019　

9/22

）

→ 

小
張
地
区
や
高
岡
地
区
と
同
様
に
、
火
の
神
を
祀
る
愛
宕
神

社
が
あ
る
た
め
こ
こ
で
綱
火
が
行
わ
れ
て
い
た
か
と
考
え
ら

れ
る
が
、
実
際
に
は
愛
宕
神
社
の
境
内
の
様
子
（
綱
火
を
行

う
ス
ペ
ー
ス
が
な
い
）
か
ら
実
施
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で

は
な
い
か
。
そ
こ
で
、
東
福
寺
の
境
内
の
様
子
（
綱
火
を
行

う
だ
け
の
ス
ペ
ー
ス
は
あ
る
）
か
ら
、
東
福
寺
で
行
わ
れ
て

い
た
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
か
と
推
測
。

→ 

そ
の
後
、
イ
を
読
み
、
東
楢
戸
と
断
定

③
聞
き
込
み
調
査

ａ 

東
福
寺
の
住
職
に
東
楢
戸
の
綱
火
に
つ
い
て
聞
く

→ 

境
内
で
や
っ
て
い
た
の
は
間
違
い
な
い
、
高
岡
地
区
は
う
ち

の
檀
家
で
あ
る
た
め
高
岡
流
が
境
内
で
発
表
し
た
の
で
は
な

い
か
。

地
元
の
男
性
１
人
に
東
楢
戸
の
綱
火
に
つ
い
て
聞
く

→ 

祖
父
の
代
で
や
っ
て
い
た

ｂ 
東
楢
戸
地
区
の
32
軒
に
東
楢
戸
の
綱
火
に
つ
い
て
何
か
知
っ
て

い
る
こ
と
は
な
い
か
と
聞
き
込
み
調
査
し
た
と
こ
ろ
、21
人
に

話
が
聞
け
、8
件
の
有
力
な
証
言
が
あ
っ
た
。

・ 

大
昔
に
や
っ
て
い
た

・ 

東
福
寺
か
ら
小
張
や
高
岡
に
伝
わ
っ
た
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・ 

東
福
寺
で
や
っ
て
い
た
の
は
小
張
や
高
岡
よ
り
も
前
で
、
元
祖

で
あ
る
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
る

・ 
楢
戸
か
ら
小
張
に
嫁
に
行
っ
た
人
が
い
て
、
小
張
で
流
行
ら
せ

た
・ 

ロ
子
供
会
で
櫓や

ぐ
らを

か
け
て
や
っ
た

・ 

ハ
使
っ
た
人
形
を
観
音
様
（
東
福
寺
の
観
音
堂
）
の
と
こ
ろ
に

保
管
し
て
い
た
が
、
火
事
で
燃
え
て
し
ま
っ
た

・ 

90
代
女
性
。
子
供
の
頃
に
や
っ
て
い
た
記
憶
は
あ
る
が
、
ど
の

よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
は
分
か
ら
な
い
、
覚
え
て
い
な
い
。

・ 

80
代
男
性
。
小
学
校
く
ら
い
ま
で
や
っ
て
い
た
気
が
す
る
が
、

内
容
な
ど
は
覚
え
て
い
な
い
。

ｃ 

綱
火
の
会
場
で
あ
っ
た
東
福
寺
住
職
に
下
線
部
ロ
、
ハ
に
つ
い
て

確
認

・ 

ロ
に
つ
い
て
私
は
知
ら
な
い
の
で
や
は
り
、
相
当
昔
で
は
な
い

か
。

・ 

ハ
に
つ
い
て
は
、観
音
堂
は
火
災
に
な
っ
た
こ
と
は
あ
っ
た
が
、

人
形
は
な
か
っ
た
。
私
が
見
た
こ
と
が
あ
る
の
は
、
中
を
く
り

ぬ
い
た
木
に
縄
が
巻
か
れ
て
い
る
も
の
だ
け
。

⇒
花
火
を
打
ち
上
げ
る
筒
だ
と
断
定
で
き
る

・ 

高
岡
流
に
聞
け
ば
分
か
る
か
も
知
れ
な
い

→ 

妙み
ょ
う
け
ん
じ

見
寺
（
明
治
時
代
ま
で
高
岡
公
民
館
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た

寺
）
消
失
に
よ
り
記
録
は
な
い

・ 

高
岡
流
の
副
団
長
の
大
山
さ
ん
に
楢
戸
の
綱
火
に
つ
い
て
聞
く

→ 

や
っ
て
い
た
ら
し
い

・ 

小
張
松
下
流
の
家
元
の
大
橋
さ
ん
に
楢
戸
の
綱
火
に
つ
い
て
聞

く→ 

初
耳

・ 

小
張
松
下
流
綱
火
保
存
会
会
長
の
山
口
さ
ん
に
楢
戸
の
綱
火
に

つ
い
て
聞
く

→ 

や
っ
て
い
た
と
聞
い
た
こ
と
は
あ
る
が
、
分
か
ら
な
い

④
電
話
調
査

・ 

本
来
な
ら
ば
、
東
楢
戸
の
祭
り
に
つ
い
て
、１
軒
１
軒
聞
き
込

み
を
行
う
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

拡
大
防
止
の
た
め
延
べ
45
軒
に
電
話
で
の
調
査
を
お
こ
な
っ
た

と
こ
ろ
、３
件
の
有
力
な
情
報
を
得
た
。

１
件
目

・ 

３
、４
年
前
ま
で
、
集
落
の
端
か
ら
、
花
火
（
＊
も
ろ
も
ろ
）

を
持
ち
、
太
鼓
を
叩
い
て
練
り
歩
く

“
く
り
こ
み
”
と
呼
ば
れ
る
行
事
を
し
て
い
た
。

＊
も
ろ
も
ろ
…
ゆ
っ
く
り
と
長
い
時
間
燃
え
る
花
火

２
件
目

・ 

７
、８
年
前
ま
で
愛
宕
神
社
で
花
火
を
行
っ
て
い
た
。

・ 

若
い
人
が
太
鼓
を
叩
い
た
。

・ 

道
路
に
線
香
花
火
や
爆
竹
を
ア
ー
チ
状
に
仕
掛
け
、
祭
り
の
と
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き
に
行
っ
た
。

３
件
目

・ 
１
月
（
正
月
）　

は
や
し
…
若
者
が
昼
間
に
太
鼓
を
叩
き
、

大お
お
す
ぎ杉
神
社
（
稲い
な
し
き敷
市
）
の
お
札ふ
だ

を
各
家
に
配
る
。

“
お
面め
ん

様さ
ま

”
と
呼
ば
れ
る
お
面
を
家
々
で
回
す
。

約
30
年
前
ま
で
は
実
施
し
て
い
た
が
、
現
在
で
は
、
お
札
を
く

ば
り
、
新
年
会
を
飲
食
店
で
行
う
の
み
。

・ 

６
月
（
田
植
え
）　

は
や
し
…
太
鼓
を
叩
く
。

約
30
年
前
ま
で
は
実
施
し
て
い
た
が
、
現
在
は
、
お
こ
な
わ
れ

ず
。

・ 

８
月
23
日　

愛
宕
神
社
祭
礼
…
家
々
に
灯
篭
を
飾
り
、花
火（
も

ろ
も
ろ
）
を
持
ち
、“
く
り
こ
み
”
を
行
う
。

以
前
は
花
火
を
作
っ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
購
入
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。

約
10
年
前
ま
で
は
実
施
し
て
い
た
が
、
現
在
で
は
、23
日
に
愛

宕
神
社
の
掃
除
を
し
、
幟の
ぼ
りを
立
て
、
集
会
所
で
宴
会
を
行
う
の

み
。

・ 

11
月　

鹿
島
神
社
祭
礼
…
集
落
の
田
ん
ぼ
で
収
穫
し
た
米
を
炊

き
、
皆
で
食
べ
る
。

約
10
年
前
ま
で
は
実
施
し
て
い
た
が
、
現
在
で
は
、
鹿
島
神
社

の
掃
除
を
し
、
幟
を
立
て
、
集
会
所
で
宴
会
を
行
う
の
み
。

・ 

以
前
は
、
小
張
松
下
流
、
高
岡
流
で
実
施
し
て
い
る
“
く
り
こ

み
”
が
楢
戸
流
綱
火
が
消
滅
し
て
か
ら
も
行
わ
れ
て
い
た
が
、

太
鼓
を
叩
く
若
者
が
い
な
く
な
り
、
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
そ
う
だ
。
ま
た
、
く
り
こ
み
の
用
具
な
ど
も
ほ
と
ん
ど
残
っ

て
い
な
い
そ
う
だ
。

（
４
）
そ
の
他
の
調
査
と
考
察

・ 

明
治
初
期
の
図
３
を
見
る
と
、
東
福
寺
が
広
大
な
土
地
を
持
っ
て

い
た
と
分
か
る
。
そ
こ
に
は
、
現
在
の
愛
宕
神
社
と
集
会
所
が
含

ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
集
会
所
は
、
現
在
も
東
福
寺
と
同
じ
住
所

の
た
め
寺
の
所
有
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
記
録
が
な
い
の

で
定
か
で
は
な
い
が
、
神
仏
習
合
政
策
が
と
ら
れ
て
い
た
頃
は
、

東
福
寺
と
愛
宕
神
社
が
一
緒
に
な
っ
て
い
た
と
も
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

・ 

通
常
な
ら
ば
、
古
地
図
を
見
て
、
綱
火
が
行
わ
れ
て
い
た
場
所
を

発
掘
等
で
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
伊
奈
・
谷
和
原
丘
陵
部

開
発
事
業
に
よ
り
、
公
民
館
だ
け
で
な
く
愛
宕
神
社
ま
で
も
移
転

（
写
真
３
）
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
番
地
等
か
ら
考
え
ら
れ
る
旧
所

在
地
（
写
真
１
）
も
、
調
節
池
や
住
宅
地
と
な
り
形
状
が
大
き
く

変
わ
り
（
写
真
２
）、
発
掘
や
調
査
が
不
可
能
で
あ
る
。

調
査
の
結
果
、
お
囃
子
や
演
目
も
分
か
ら
ず
、
近
年
ま
で
残
っ
て
い

た
の
は
、
花
火
の
筒
の
み
で
あ
る
た
め
、
楢
戸
の
綱
火
が
ど
の
よ
う
な

も
の
だ
っ
た
の
か
を
は
っ
き
り
と
特
定
す
る
の
は
難
し
く
、
再
現
は
事
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実
上
不
可
能
で
あ
る

と
あ
き
ら
め
ざ
る
を

得
な
い
。

し
か
し
、
楢
戸
流

綱
火
は
後
継
者
が
い

な
い
こ
と
で
消
滅
し

た
と
い
う
の
は
、
他

の
流
派
に
も
同
じ
よ

う
な
可
能
性
が
あ

り
、
早
急
に
保
存
や

対
策
が
必
要
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
分

か
っ
た
。

第
３
章　

茨
城
に
残
る
３
つ
の
綱
火

第
1
節　

小
張
松
下
流
綱
火

（
１
）
小
張
松
下
流
綱
火
の
起
こ
り

小
張
松
下
流
綱
火
は
、
小お
ば
り張
城じ
ょ
う
し
ゅ主
松ま
つ
し
た下
石い
わ
み見
守の
か
み

重し
げ
つ
な綱
が
１
６
０
３ 

（
慶
長
8
）
年
か
ら
１
６
２
３
（
元げ
ん
な和

9
）
年
の
間
に
考
案
し
、
戦
勝

祝
い
や
弔と
む
らい
の
た
め
に
陣じ
ん
ち
ゅ
う中で
藁わ
ら

人
形
の
演
技
を
行
っ
た
こ
と
が
は
じ

ま
り
と
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
現
代
の
綱
火

現
代
の
綱
火
は
、8
月
24
日
に
小
張
愛
宕
神
社
の
境
内
で
行
わ
れ
て

い
る
。
高
さ
８
ｍ
～
10
ｍ
の
大
柱
三
本
を
一
定
の
間
隔
に
立
て
て
大お
お
づ
な綱

や
小こ
づ
な綱
を
張
り
め
ぐ
ら
し
、
対
面
に
人
形
を
操
作
し
た
り
、
お
囃
子
を

演
奏
し
た
り
す
る
た
め
の
櫓
が
設
け
ら
れ
、
夜
に
仕
掛
花
火
を

照
明
に
し
て
空
中
で
の
か
ら
く
り
人
形
劇
が
お
こ
な
わ
れ
る
。

重
綱
が
綱
火
の
こ
と
を
家
臣
で
あ
る
大
橋
吉
左
衛
門
に
伝
授

し
た
こ
と
か
ら
、
現
在
に
至
る
ま
で
大
橋
家
が
代
々
家
元
と
し

て
、
小
張
松
下
流
綱
火
保
存
会
を
結
成
し
、
守
り
伝
え
て
い
る
。

８
月
23
日　

く
り
こ
み

火
祭
り
の
行
事
の
と
し
て
、
綱
火
の
前
日
に
村
の
悪あ
く
り
ょ
う霊を

追

い
払
う
た
め
に
、
花
火
を
手
に
（
写
真
４
）
小
張
の
街
道
を
山

写真 3　移転の石碑

写真 2　現在 写真 1 昭和後期 図 3　明治初期
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車
と
と
も
に
練
り
歩
き
（
写
真
５
）、

神
社
の
階
段
を
駆
け
上
り
（
写
真

６
）、
境
内
に
入
り
花
火
を
奉
納
す

る
。

（
３
）
小
張
松
下
流
綱
火
演
目
詳
細

・ 

お
囃
子
の
種
類
…
三さ
ん
　
ば
　
そ
う

番
叟
ば
や

し
、
松
下
ば
や
し
、
巫み
　
こ女
舞ま
い

ば

や
し
、
く
り
こ
み
ば
や
し
、

・ 

演
目
の
種
類
…

「
二に
ろ
く
さ
ん
ば
そ
う

六
三
番
叟
」、「
大お
お
と
ね
が
わ

利
根
川

の
舟ふ
な

遊ゆ
さ
ん山
」、「
桃
太
郎
鬼お
に
が
じ
ょ
う

ヶ
城

の
戦
い
」、
な
ど
を
代
表
と
し
、20
種
類
近
く
あ
る
。

①
「
二
六
三
番
叟
」（
写
真
７
）

豊
作
祈
願
の
た
め
に
、
常と
こ
よ世

の
国
か
ら
来
た
呪ま
じ
な
い
し

い
師
を
象
か
た
ど

っ
た
人
形

が
手
足
首
を
動
か
し
、
舞
い
踊
る
（
写
真
８
）。

綱
の
操
作　

８
人

口
上

（
拍
子
木
を
鳴
ら
す
）

「
ト
ザ
イ　

東と
う
ざ
い西　

さ
て
は
や　

一い
ち

座ざ
た
こ高
う
に
は
候そ
う

ら
え
ど
も

不ふ
べ
ん
ぜ
つ

弁
舌
な
る
口
上
を
も
っ
て
申
し
上
げ
奉
る

こ
こ
も
と
仕し
か掛

け
た
る
綱
操
り
の
儀　

豊
年
は
万
作　

豊
年
は
万

作　

二
六
三
番　

二
六
三
番

仕
掛
け
た
る
に
は
候
へ
ど
も　

綱
先
の
こ
と
な
ら
ば　

仕し
そ
ん損
じ
の

程　

平ひ
ら

に
ご
容よ
う
し
ゃ赦

も
し
満
足
と
あ
ら
ば　

拍
手
喝か
っ
さ
い采
を
願
う　

先
ず
は
そ
の
為
口
上

お
う
さ
ん
や　

お
う
さ
ん
や　

喜
び
あ
り
や　

喜
び
あ
り
や　

今

写真４

写真５

写真６写真７

写真９　上から見たもの

図４　綱の張り方，並びに花火の配置

写真８
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日
の
喜
び
他
へ
は
や
ら
ず
と
」

図
４
の
＊
１　

万ま
ん
と
う灯
…
雨あ
ま
ご乞
い
の
意
味
合
い
が
あ
る
。

②
「
大
利
根
川
の
舟
遊
山
」

利
根
川
に
浮
か
ぶ
舟
が
火
の
神
と
出
会
い
、２
人
の
巫み
こ女
が
神
が
か

り
の
状
態
と
な
り
、
願
い
を
乗
せ
て
、
天
高
く
舞
う
。（
写
真
10
、11
）

綱
の
操
作　
　

８
人

口
上

（
拍
子
木
を
鳴
ら
す
）

「
ト
ザ
イ　

東
西　

さ
て
は
や　

一
座
高
う
に
は
候
ら
え
ど
も

不
弁
舌
な
る
口
上
を
も
っ
て
申
し
上
げ
奉
る

こ
こ
も
と
仕
掛
け
た
る
綱
操
り
の
儀　
【
大
利
根
川
の
舟
遊
び　

大
利
根
川
の
舟
遊
山
】

仕
掛
け
た
る
に
は
候
へ
ど
も　

綱
先
の
こ
と
な
ら
ば　

仕
損
じ
の

程　

平
に
ご
容
赦

も
し
満
足
と
あ
ら
ば　

拍
手
喝
采
を
願
う　

先
ず
は
そ
の
為
口

上
」

＊
以
降
は
演
目
に
よ
っ
て
【　

】
内
を
変
え
る
。

こ
こ
で
「
大
利
根
川
の
舟
遊
山
」
の
綱
の
張
り
方
を
用
い
て
、
小
張

松
下
流
の
人
形
の
操
り
方
を
示
す
。
基
本
的
に
は
ど
の
演
目
も
同
じ
操

り
方
で
あ
る
。
番
号
は
、
図
５
を
参
照
。

・ 

舞
台
よ
り
人
形
を
正
面
に
出
す
と
き

①
④
を
強
く
引
き
、
②
③
⑥
は
徐
々
に
引
き
、
⑤
⑦
は
自
然
に
緩

め
る
。

・ 

中
央
か
ら
ａ
の
方
へ

①
②
を
引
き
、
③
④
⑤
⑥
⑦
は
は
自
然
に
緩
め
る
。

・ 

ａ
か
ら
ｂ
へ

②
③
を
強
く
引
く
こ
と
で
、
人
形
が
ｂ
の
方
を
向
く
。

③
④
⑥
を
引
き
、
①
②
⑤
⑦
は
自
然
に
緩
め
る
。

・ 

ｂ
か
ら
ｃ
へ

③
④
を
引
き
、
①
②
⑤
⑥
⑦
は
自
然
に
緩
め
る
。

・ 

ｃ
か
ら
舞
台
へ

写真 10

写真 11
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③
⑤
を
強
く
引
く
こ
と
で
、
人
形
が
舞
台
の
方
を
向
く
。

⑤
⑦
を
引
き
、
①
②
③
④
⑥
は
自
然
に
緩
め
る
。

・ 
舞
台
か
ら
正
面
へ

舞
台
に
近
く
な
っ
た
と
き
、
①
⑤
を
強
く
引
く
こ
と
で
、
人
形
が

正
面
に
方
向
を
変
え
る
。

⑧
で
手
足
首
な
ど
を
操
作
す
る
。

演
目
中
に
行
わ
れ
る
仕
掛
花
火

図
５
の
＊
２　

滝
花
火
（
写
真
12
、
図
６
）

綱
に
花
火
を
た
く
さ
ん
付
け
速
火
線
で
一
斉
に
点
火
す
る
。

図
５
の
＊
３　

筑
波
山
の
花
火
（
写
真
13
、
図
７
）

綱
に
ラ
ン
ス
と
い
う
明
る
い
色
を
出
す
花
火
を
取
り
付
け
速
火
線

で
一
斉
に
点
火
す
る
。

図５　綱の張り方

図７

写真 13

写真 12

図６
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（
４
）
保
存
へ
の
取
り
組
み

現
在
、
小
張
松
下
流
保
存
会
の
会
員
は
26
人
で
、30
代
以
下
の
人
は

９
人
で
あ
る
。
保
存
会
で
は
、
会
長
と
世
襲
制
で
あ
る
家
元
を
筆
頭
に

活
動
し
て
い
る
。

地
元
の
つ
く
ば
み
ら
い
市
立
小
張
小
学
校
で
は
、
約
30
年
前
か
ら
小

張
の
綱
火
を
「
子
供
綱
火
」
と
し
て
、５
・
６
年
生
が
体
験
、
学
習
し
て

い
る
。

第
２
節　

高
岡
流
綱
火

（
１
）
高
岡
流
綱
火
の
起
こ
り

高
岡
流
綱
火
は
、１
６
１
３
（
慶
長
18
）
年
高
岡
愛
宕
神
社
の
祭
礼

の
日
に
松
の
木
か
ら
大
き
な
赤
い
蜘く
も蛛
と
黒
い
蜘
蛛
が
現
れ
て
大
き
な

巣
を
作
り
、
そ
れ
を
見
た
村
人
が
考
え
出
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
現
代
の
綱
火

現
代
の
綱
火
は
、８
月
下
旬
の
高
岡
愛
宕
神
社
の
祭
礼
の
日
に
、
く

り
こ
み
と
共
に
あ
く
ま
で
も
祭
の
余
興
と
し
て
、３
本
の
柱
と
櫓
を
設

置
し
、
高
さ
10
ｍ
に
張
っ
た
親
綱
を
も
と
に
し
、
そ
こ
へ
数
本
の
綱
を

張
り
、
人
形
を
操
る
。

綱
火
当
日
の
夕
刻

く
り
こ
み　

高
岡
公
民
館
か
ら
愛
宕
神
社
へ
と
花
火
を
手
に
（
写
真

14
）
山
車
を
引
き
（
写
真
15
）、
お
囃
子
を
奏
で
な
が
ら
練
り
歩
く
。

社
殿
の
前
に
到
着
す
る
と
社
殿
へ
花
火
を
ふ
り
か
け
る
。 

（
写
真
16
、

17
）。

写真１４

写真１6

写真１5

写真１7
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（
３
）
高
岡
流
綱
火
演
目
詳
細

・ 
お
囃
子
の
種
類
…
三
番
叟
、
数
え
歌
、
じ
ゃ
か
に
く
ば
や
し
、
く

り
こ
み
ば
や
し
、

・ 

演
目
の
種
類
…
「
二
六
三
番
叟
」、「
高
岡
丸
の
舟
遊
び
」、「
浦
島

竜
宮
入
り
海
辺
の
花
園
」、

な
ど
を
代
表
と
し
、10
種
類
近
く
あ
る
。

①
「
二
六
三
番
叟
」

豊
作
祈
願

綱
の
操
作　

８
人

口
上　
　
　
（
拍
子
木
を
鳴
ら
す
）

「
ト
ザ
イ　

東
西　

一
座
高
う
な
れ
ど　

不ふ
び
ん憫

な
る
口
上
を
も
っ

て
申
し
上
げ
奉
る　

早
速
仕
掛
け
ま
し
た
る
は　

二
六
の
三
番
叟　

二
六
の
三
番
叟　

さ
は
さ
り
な
が
ら
綱
先
操
り
の
儀
に
候
は
ば

仕
損
じ
の
段　

平
に
ご
容
赦　

先
ず
は
そ
の
為
口
上
左さ
よ
う様　

お
う

さ
ん
や　

お
う
さ
ん
や

喜
び
あ
り
や　

喜
び
あ
り
や　

喜
び
あ
っ
て　

二
六
の
三
番
叟　

豊
年
万
作

高
岡
集
落
益
々
の
ご
繁は
ん
じ
ょ
う昌　

こ
の
と
こ
ろ
の
喜
び
他
へ
は
や
ら
ず

と
」

写真 19　真上から見たもの

写真 20　後方から見たもの

写真 18　実際の様子図８　綱の張り方，並びに花火の配置
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図
８
の
＊
１　

横
綱
火
（
写
真
21
、
図
9
）

図
８
の
＊
２　

花
火
文
字
（
写
真
22
、
図
10
）

②
「
浦
島
竜
宮
入
り
海
辺
の
花
園
」

舞
台
か
ら
亀
に
乗
っ
た
浦
島
太
郎
が
出
て
く
る
（
写
真
23
）。

竜り
ゅ
う

宮ぐ
う
じ
ょ
う

城
に
近
づ
く
と
、
扉
を
開

け
て
乙
姫
が
２
人
出
迎
え
る
（
写

真
24
）。

浦
島
は
亀
か
ら
降
り
て
、
乙
姫

と
共
に
、
竜
宮
城
へ
。
竜
宮
城
か

ら
花
火
が
上
が
る
。

浦
島
が
乙
姫
に
送
ら
れ
て
出
て

来
る
。
待
っ
て
い
た
亀
（
写
真

25
）
に
素
早
く
乗
る
。

こ
れ
を
も
う
一
度
繰
り
返
す
。

綱
の
操
作
11 

人
（
亀 

７
人
，浦
島 

２
人
，乙
姫 

２
人
）

写真 25　浦島の帰りを待つ亀

写真 24　乙姫が出てくる
写真 23　亀に浦島が乗っている

写真 21

図９

図 10

写真 22
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図
11
の
説
明

基
本
の
操
り
方
で
浦
島
が
亀
か
ら
落
ち
な
い
よ
う
に
①
を
張
り
な

が
ら
、１
周
す
る
。（
こ
の
間
に
亀
の
花
火
が
カ
ラ
フ
ル
に
な
る
）

亀
を
中
央
に
持
っ
て
い
き
、
④
を
ゆ
る
め
、
③
を
引
き
乙
姫
を
出

す
。（
扉
を
開
け
る
）

①
を
ゆ
る
め
な
が
ら
②
を
引
き
、
浦
島
を
乙
姫
の
と
こ
ろ
へ
。

①
②
③
を
張
り
な
が
ら
、④
を
引
き
竜
宮
城
へ
入
る
。（
扉
を
閉
め
、

花
火
点
火
）

（
扉
を
開
く
）
③
を
引
き
、
浦
島
と
乙
姫
を
出
す
。
②
を
ゆ
る
め
、

①
を
引
き
、
浦
島
が
亀
に
乗
る
。

（
４
）
保
存
へ
の
取
り
組
み

現
在
、
高
岡
流
綱
火
更
進
団
の
会
員
は
25
人
で
、
任
期
2
年
の
会
長
、

副
会
長
を
中
心
に
花
火
・
人
形
・
お
囃
子
な
ど
の
係
に
わ
か
れ
て
綱
火

を
保
存
し
て
い
る
。

し
か
し
、
地
元
の
小
学
校
な
ど
で
指
導
な
ど
は
行
っ
て
い
な
い
。

第
３
節　

葛
城
流
綱
火

（
１
）
葛
城
流
綱
火
の
起
こ
り

葛
城
流
綱
火
の
起
源
に
つ
い
て
は
、１
６
５
９
（
万ま
ん

治じ

2
）
年
三み
つ

峯み
ね

神
社
の
創そ
う
け
ん建
に
当
た
り
火
祭
り
を
行
っ
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
て
い

る
。
戦
後
、
中
断
し
て
い
る
時
期
も
あ
っ
た
。

（
２
）
現
代
の
綱
火

現
代
の
綱
火
は
9
月
13
日
以
後
の
日
曜
日
に
、
茨
城
県
常
総
市
の
一

言
主
神
社
で
大
塚
戸
芸
能
保
存
会
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。

綱
火
会
場
広
場
に
は
、
備
え
付
け
の
柱
や
櫓
あ
る
。
そ
の
為
、
小
張

松
下
流
や
高
岡
流
と
は
違
い
、
半
月
前
頃
か
ら
綱
を
張
り
、
練
習
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

午
後
７
時
30
分　

練ね

り
込こ

み
←
伊
奈
の
綱
火
で
は
く
り
こ
み
と
呼
ん

で
い
る
も
の
を
こ
ち
ら
で
は
練
り
込
み
と
呼
ぶ
。
花
火
は
手
に
せ
ず
、

図 11　綱の張り方
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獅
子
舞
が
乗
っ
た
山
車
と
お
囃
子
を
奏
で
な
が
ら
、
一
言
主
神
社
の
境

内
を
練
り
歩
く
。

（
３
）
葛
城
流
綱
火
演
目
詳
細

・ 

お
囃
子
の
種
類
…
練
り
込
み
、
三
番
叟
、
鳳ほ
う
お
う凰
の
舞
な
ど
の
お
囃

子
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

・ 

演
目
の
種
類
…
「
三
番
叟
」、「
鳳
凰
の
舞
」、「
安
珍
と
清
姫
」
な

ど
計
67
種
類
に
及
ぶ
。

①
「
三
番
叟
」（
写
真
28
）

綱
の
操
作　

７
人

口
上

（
拍
子
木
を
鳴
ら
す
）

「
東と
ざ
い西
、
東と
う
ざ
い西
、
サ
テ
東と
う
ざ
い西
。
サ
テ
御ご
め
ん免
を
蒙こ
う
むり
ま
し
て
、
桟さ
じ
き敷

上じ
ょ
うに
て
不ふ
べ
ん便
な
口
上
を
以
っ
て
申
し
上
げ
奉
り
ま
す
。
各お
の
お
の々

御ご
け
ん
ぶ
つ
見
物
の
御お
か
た方
様さ
ま

、
御ご
き
げ
ん
気
嫌
よ
く
お
揃そ
ろ

い
遊
ば
さ
れ
、
目め
で
た出度
く

恐き
ょ
う
え
つ悦
至し
ご
く極
に
存
じ
奉
り
ま
す
。
従し
た
がい
ま
し
て
大
塚
戸
一
言
主
神

社
、
並
に
三
峰
神
社
、
大
塚
戸
一
言
主
神
社
、
並
に
三
峰
神
社
、

大
塚
戸
芸
能
保
存
会
主
催
に
て
、
煙え
ん
か
こ
う
ぎ
ょ
う

火
興
業

仕

つ
か
ま
つ
り

候そ
う
ろ
う
だ
ん
段
。

東
西
、
東
西
、 

サ
テ
東
西
。
サ
テ
御お
め
ど
お
目
通
り
に
し
つ

ら
い
置
き
ま
す
る
糸
か
ら
く
り
の
芸げ
い
だ
い
な
り

題
也
。

大だ
い
ま
ん
ど
う

万
灯
に
あ
る
通
り
、『
演
目
名
』　

何
を
申
し
ま
し

て
も
綱つ
な
さ
き先
き
の
こ
と
な
れ
ば
、
当あ
た

れ
ば
一ひ
と
し
お入
の
お
慰
な
ぐ
さ

み
、
外は
ず

れ
れ
ば
お
笑
い
ぐ
さ
、
悪あ

し
き
処と
こ
ろは

数か
ず

山や
ま
や
ま々

な
れ
ど
、
悪
し
き
所
は
袖そ
で

や
袂た
も
とに
隠
し
置
き
良
い
所

は
お
そ
ば
か
ら
お
そ
ば
へ
良
い
と
一
層
の
御
ひ
い

き
を
一ひ
と
え重
に
十と
え重
に
願
い
上
げ
奉
り
ま
す
。

東
西
、
東
西
、
サ
テ
東
西
。
サ
テ
こ
く
も
と
初
回
勤

め
ま
す
る
狂き
ょ
う
げ
ん言は

代
々
万
作
豊
年
三
番
叟
、
代
々
万

作
豊
年
三
番
叟
を
取
り
揃そ
ろ

え
ま
し
て
、
御
気
嫌
に
入

写真 26 三番叟の構造写真 27 三番叟の衣装

写真 28　実際に演じている様子
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れ
ま
す
様よ
う

、
ま
ず
は
そ
の
た
め
口
上
御ご
ひ
ろ
う

披
露
。」

②
「
大
万
灯　

鳳
凰
の
舞
」

綱
の
操
作　

４
人
（
万
灯
回
す　

１
人
、
鳳
凰　

３
人
）

万
灯
（
写
真
30
）
に
火
が
灯
さ
れ
、
上
部
の
傘
の
部
分
に
点
火
す
る

と
、
綱
を
引
き
万
灯
を
回
転
さ
せ
る
。
し
ば
ら
く
す
る
と
、
鳳
凰
に
も

火
が
移
り
、
鳳
凰
が
花
火
を
散
ら
し
な
が
ら
、
空
高
く
舞
う
。
す
る
と
、

地
上
10
ｍ
ほ
ど
の
高
さ
に
あ
る
、
滝
に
点
火
さ
れ
、
非
常
に
幻
想
的
な

鳳
凰
の
舞
と
な
る
。

口
上
に
つ
い
て
は
、

１
幕
目
に
ま
と
め
て

言
っ
て
あ
る
。

（
４
）
保
存
へ
の
取
り

組
み大

塚
戸
芸
能
保
存

会
は
、
社
会
人
も
参
加

で
き
る
よ
う
に
開
催

日
を
土
曜
日
に
変
更

し
た
り
、
綱
火
の
練
習

日
を
設
け
て
い
る
。
し

か
し
、
地
元
の
小
学
校

で
の
指
導
は
行
っ
て

い
な
い
。

写真 29　後方から見たもの 図 12　綱の張り方

写真 30図 13　綱の張り方
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第
４
章　

宮
本
流
綱
火

（
１
）
宮
本
流
綱
火
の
起
こ
り

楢
戸
流
綱
火
が
人
手
不
足
で
消
滅
し
た
の
で
は
な
い
か
と
知
り
、
こ

の
ま
ま
で
は
他
の
流
派
で
も
、
同
じ
よ
う
に
な
る
こ
と
は
十
分
に
あ
り

得
る
と
思
い
、
今
ま
で
趣
味
と
し
て
、
ほ
ぼ
一
人
で
や
っ
て
き
た
宮
本

流
を
応
用
す
れ
ば
、
た
と
え
一
人
に
な
ろ
う
と
伝
統
を
守
っ
て
い
け
る

の
で
は
な
い
か
と
感
じ
、
さ
ら
に
改
良
を
進
め
た
。

（
２
）
宮
本
流
綱
火
の
技
法

１
．
舞
台

高
さ
４
ｍ
の
柱
を
建
て
、
対
面
に
綱
を
操
作
す
る
た
め
の
舞
台
を

用
意
す
る
。

舞
台
は
、
金
属
製
の
常
設
の
も
の
を
用
い
て
い
る
。

口
上
並
び
に
お
囃
子
は
、
演
目
や
流
派
に
合
わ
せ
て
実
際
の
音
を

録
音
し
、
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
で
流
し
て
い
る
。

２
．
演
目

「
二
六
三
番
叟
」、「
舟
遊
び
」、「
浦
島
太
郎
」、「
桃
太
郎
」、「
牢

破
り
」、「
那
須
与
一
扇お

う
ぎの
的ま
と

」、「
鯉
の
滝
登
り
」、「
空く
う
か
い海
龍り
ゅ
う

伝で
ん
せ
つ説
」、

「
安
珍
清
姫
日
高
川
道
成
寺
」
な
ど
の
既
存
の
演
目
を
改
良
す
る
と

共
に
ス
ト
ー
リ
ー
性
を
重
視
す
る
た
め
に
一
部
変
更
を
加
え
た
箇
所

が
あ
る
。

３
．
綱
火
実
施
に
あ
た
り
用
意
す
る
も
の

麻あ
さ

縄な
わ

（
写
真
31
）、
藁わ
ら

縄な
わ

、
ロ
ー
プ
、
マ
イ
カ
線
、
木
製
滑か
っ
し
ゃ車
、

金
属
製
滑
車
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
滑
車
（
写
真
32
）、
人
形
、
衣
装
、

頭
、
柱
類
、
太
鼓
、
大
道
具
、
小
道
具
、
文
字
仕
掛
枠
、
提
灯
、
幕

な
ど
。

４
．
宮
本
流
綱
火
の
発
展
と
基
本
の
綱
の
張
り
方

ａ
．
初
期

　

木
の
装
置
に
鈴
を
付
け
、
そ
れ
を
ロ
ー
プ
に
取
り
付
け
、
車
の

荷
台
か
ら
ロ
ー
プ
を
引
い
て
楽
し
ん
だ
。
こ
れ
は
、
木
の
装
置
を

後
ろ
に
下
げ
る
動
き
し
か
で
き
な
か
っ
た
。（
図
14
）

ｂ
．
こ
れ
を
二
年
近
く
続
け
て
い
る
と
、
近
所
の
人
が
滑
車
を
く

写真 31　麻縄

写真 32　杭　各滑車　綱を通すためのリング
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図 15

図 14

図 16

図 17
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れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
前
後
の
動
き
が
可
能
と
な
っ
た
。（
図
15
）　

こ
の
頃
に
な
る
と
物
事
が
段
々
と
分
か
る
よ
う
に
な
り
、
人
形
を

用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ｃ
．
そ
れ
か
ら
3
年
が
経
っ
た
２
０
０
９
（
平
成
21
）
年
、
母
の

手
作
り
の
鯉
の
ぼ
り
の
披
露
を
兼
ね
て
、
母
の
実
家
に
て
、
鯉
の

ぼ
り
を
使
っ
た
演
目
を
行
っ
た
。
こ
の
と
き
に
祖
母
が
皆
を
楽
し

ま
せ
る
為
に
ナ
イ
ア
ガ
ラ
花
火
を
や
っ
て
い
た
。
そ
の
後
こ
れ
を

参
考
に
し
、
花
火
を
用
い
る
様
に
な
り
、
名
実
共
に
綱
火
と
な
っ

た
。

　

し
か
し
こ
の
頃
の
綱
火
は
前
方
へ
進
み
、
そ
の
ま
ま
後
ず
さ
り

す
る
よ
う
に
後
ろ
へ
戻
る
こ
と
し
か
で
き
ず
、
何
と
か
向
き
を
変

え
て
、
常
に
進
行
方
向
に
顔
が
向
い
て
い
る
よ
う
に
で
き
な
い
か

と
模
索
す
る
日
々
が
続
い
た
。
そ
し
て
つ
い
に
２
０
１
４
（
平
成

26
）
年
に
そ
れ
は
実
現
し
た
。
こ
れ
は
、
と
て
も
良
い
技
法
だ
っ

た
が
、
綱
の
本
数
が
増
え
素
人
が
操
作
す
る
の
は
不
可
能
な
上
、

前
後
さ
せ
る
為
に
両
手
が
塞
が
る
の
で
、
人
形
の
か
ら
く
り
を
操

作
で
き
な
い
と
い
う
難
点
が
あ
っ
た
。（
図
16
）

ｄ
．
そ
こ
で
、
再
び
研
究
し
、２
０
１
８
（
平
成
30
）
年
に
新
し

く
考
案
し
た
。
こ
れ
が
、
現
在
の
綱
の
張
り
方
の
基
本
と
な
っ
て

い
る
。（
図
17
）

５
．
演
目
・
綱
の
張
り
方
詳
細

①
「
二
六
三
番
叟
」（
写
真
33
、
34
）

１
） 

ま
ず
Ａ
→
Ｂ
の
移
動
の
た
め
に
、

ａ
の
綱
を
引
く
と
人
形
は
ｂ
の

方
へ
進
む
。（
図
18
）

２
） 

Ｂ
に
着
い
た
と
こ
ろ
で
、
ｂ
を
引

く
と
、
人
形
が
方
向
転
換
し
て
Ａ

の
方
へ
向
か
う
。

３
） 

Ａ
に
着
い
た
と
こ
ろ
（
写
真
35
）写真 33写真 34

図 18　操り方
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で
、
ａ
を
引
く
と
、
再
び
方
向
転
換
を
す
る
（
写
真
36
）
こ
と

が
可
能
。

４
） 
Ａ
→
Ｂ
、
Ｂ
→
Ａ
の
動
き
を
し
て
い
る
間
に
、
手
首
足
操
作
綱

を
引
く
と
、
手
首
足
が
動
く
。

写真 35写真 36

図 19　三番叟の構造

図 20　三番叟の構造
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②
「
舟
遊
び
」（
写
真
40
）

以
前
の
人
形
（
写
真
41
）
は
、
細
い
竹
で
骨
組
み
を
作
り
、
船
底
か

ら
釘
を
出
し
、
竹
の
中
に
入
れ
動
く
よ
う
に
し
た
（
図
21
）。
三
体
の

人
形
の
右
手
は
右
手
、
左
手
は
左
手
と
つ
な
ぎ
、
同
時
に
動
く
よ
う
に

し
て
い
た
。

現
在
で
は
、
船
内
に
丸
太
を
取
り
付
け
（
写
真
44
、45
）、
丸
太
が
回

転
す
る
こ
と
で
、丸
太
に
つ
な
が
っ
た
綱
に
よ
り
、人
形
を
動
か
す
（
写

写真 41 写真 40

図 21　舟遊びの構造

写真 37
４本 ( ＋手足首 2 本 ) の綱が必要

写真 38
2 本 ( ＋手足首 2 本 ) の綱が必要

写真 39
1 本 ( ＋手足首 1 本 ) の時の三番叟
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真
42
、43
）。

③
「
浦
島
太
郎
」

・ 

浦
島
が
亀
に
乗
っ
て
出
発
（
写
真
46
～
49
）

・
竜
宮
城
か
ら
乙
姫
様
が
出
て
き
て
（
写
真
49
）
浦
島

写真 42
一番前の人と二番目の人は反対の動きをする。船頭は，倒れたり，起きたりして櫓を漕ぐ様子を再現。

写真 43

写真 44写真 45

図 22　綱の張り方
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と
会
う
（
写
真
50
）。

・ 

竜
宮
城
の
中
に
入
っ
て
い
く
（
写
真
51
）。

・ 

出
て
き
て
、
再
び
亀
に
乗
る
（
写
真
52
）。

第
５
章　

ま
と
め

（
１
）
綱
火
の
保
存
の
現
状
に
つ
い
て

通
常
は
25
人
必
要
な
綱
火
も
、
工
夫
次
第
で
は
、１
人
で
行
う
こ
と

も
、
可
能
で
あ
る
こ
と
が
、
検
証
に
よ
り
証
明
さ
れ
た
。

た
だ
し
、
理
想
は
現
状
の
３
流
派
を
き
ち
ん
と
伝
承
し
て
い
く
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
、
現
状
の
保
存
方
法
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
映
像
と
し

て
準
備
か
ら
公
開
ま
で
の
様
子
が
記
録
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
は
、
茨

写真 46

写真 48 写真 47

写真 49

写真 50

写真 51

写真 52
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城
県
教
育
委
員
会
が
保
管
す
る
、
昭
和
の
時
代
の
８
ミ
リ
フ
ィ
ル
ム
の

み
の
た
め
、
現
在
で
は
確
認
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
そ
の
為
、

早
急
に
準
備
か
ら
片
づ
け
の
様
子
を
映
像
と
し
て
記
録
す
る
必
要
が
あ

る
と
感
じ
た
。

（
２
）
今
後
の
課
題

ほ
か
の
地
域
の
事
例
ⅲ
を
見
る
と
、
無
形
の
民
俗
芸
能
の
保
存
は
、

そ
の
ま
ま
の
形
で
保
存
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
た
め
、
映
像
記
録

が
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
つ
く
ば
み
ら
い
市
市
役
所
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、「
記

録
の
必
要
性
が
あ
る
事
は
十
分
理
解
し
て
い
る
が
、
実
際
に
行
う
と
な

る
と
費
用
の
面
な
ど
で
困
難
で
あ
る
。」
と
の
回
答
を
得
た
。

伝
統
芸
能
を
継
承
し
て
い
く
た
め
に
は
、
人
員
の
確
保
や
保
存
の
整

備
が
欠
か
せ
な
い
一
方
で
、
観
光
資
源
と
し
て
、
地
域
に
活
気
を
も
た

ら
す
面
も
大
い
に
関
係
が
あ
る
。
し
か
し
、
綱
火
は
国
指
定
重
要
無
形

民
俗
文
化
財
と
な
っ
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
知
名
度
が
低
く
、

未
だ
全
国
に
認
知
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。
そ
の
た
め
、
今
後
は

ど
の
よ
う
に
観
光
と
結
び
つ
け
て
い
く
か
も
課
題
と
な
る
。

首
都
圏
で
あ
る
茨
城
県
で
さ
え
、
伝
統
芸
能
の
継
承
に
警
鐘
が
な
ら

さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
全
国
的
に
見
た
ら
、
名
前
も
知
ら
な
い
地
域

で
、
悲
鳴
を
上
げ
て
い
る
保
存
会
や
地
域
の
人
々
が
た
く
さ
ん
い
る
の

だ
ろ
う
と
想
像
で
き
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
、日
本
に
古
く
か
ら
伝
わ
る
、

素
晴
ら
し
い
伝
統
芸
能
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
。

こ
れ
は
時
代
の
流
れ
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
、
神
の
見
え
ざ
る
手
が
そ

う
し
て
い
る
の
だ
、
と
言
う
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
先

人
達
が
幾
多
の
困
難
を
乗
り
越
え
今
日
ま
で
残
し
て
き
た
素
晴
ら
し
い

伝
統
芸
能
が
消
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
先
祖
や
過
去
の
人
々
と
の
対
話

が
途
切
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
い
わ
ば
伝
統
芸

能
と
は
、
過
去
と
の
対
話
で
あ
り
、
こ
れ
を
読
み
解
く
こ
と
に
よ
り
、

当
時
の
人
の
思
想
や
世
界
観
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
こ
と
は
、

様
々
な
学
問
に
と
っ
て
、
重
要
な
情
報
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ⅰ  

宮
田
誠
治 『
小
張
松
下
流
綱
火
』 1986 p.30 31

ⅱ  

伊
奈
町
史 

編
纂 

委
員
会
・
編
集
『
伊
奈
の
歴
史 

第
3
号
』 1997, p.64

ⅲ  

川
村
清
志 

民
俗
文
化
の
「
保
存
」
と
「
活
用
」
の
動
態
：
祭
り
と
民
俗
芸
能
を
事

例
と
し
て 2015
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写真 写真タイトル 提供者・撮影者等 ページ

1 昭和初期の東楢戸地区 古地図散歩 41

2 現在の東楢戸地区 グーグルマップ 41

3 移転の石碑 宮本大翔 41

4 くりこみの花火 つくばみらい市 42

5 街道を練り歩く つくばみらい市 42

6 階段を駆け上がる山車 つくばみらい市 42

7 二六三番叟 宮本大翔 42

8 舞い踊る二六三番叟 つくばみらい市 42

9 上から見たもの 宮本大翔 42

10 大利根川の舟遊山 つくばみらい市 43

11 舟の軒から落ちる花火 つくばみらい市 43

12 滝花火 つくばみらい市 44

13 筑波山の花火 つくばみらい市 44

14 花火を手に愛宕神社へ つくばみらい市 45

15 山車を引く つくばみらい市 45

16 花火を社殿に つくばみらい市 45

17 火花で包まれた社殿 つくばみらい市 45

18 実際の様子 つくばみらい市 46

19 真上から見たもの 宮本大翔 46

20 後方から見たもの 宮本大翔 46

21 横綱火 常陽リビング 47

22 文字花火 つくばみらい市 47

23 亀に乗る浦島 つくばみらい市 47

24 乙姫が出てくる つくばみらい市 47

25 浦島の帰りを待つ亀 つくばみらい市 47

26 三番叟の構造 宮本大翔 49

27 三番叟の衣装 宮本大翔 49

28 実際に演じられている様子 一言主神社 49



─ 60 ─

29 後方から見たもの 宮本大翔 50

30 大万灯 一言主神社 50

31 麻縄 宮本大翔 51

32 滑車類 宮本大翔 51

33 二六三番叟 宮本大翔 53

34 二六三番叟 宮本大翔 53

35 前へ進む二六三番叟 宮本大翔 54

36 舞台の方へ戻る二六三番叟 宮本大翔 54

37 2013 年の二六三番叟 宮本大翔 55

38 2019 年の二六三番叟 宮本大翔 55

39 2020 年の二六三番叟 宮本大翔 55

40 舟遊び 宮本大翔 55

41 以前の舟遊び 宮本大翔 55

42 三体の人形の動き 宮本大翔 56

43 三体の人形の動き 宮本大翔 56

44 舟内部の丸太 宮本大翔 56

45 舟内部の丸太 宮本大翔 56

46 浦島太郎と亀 宮本大翔 57

47 花火を使用した様子 宮本大翔 57

48 花火を使用した様子 宮本大翔 57

49 竜宮城から乙姫が出てくる 宮本大翔 57

50 浦島と乙姫が出会う 宮本大翔 57

51 竜宮城に入る 宮本大翔 57

52 再び亀に乗る 宮本大翔 57



─ 61 ─

図 図タイトル 作成者 ページ

1 茨城県白地図一部改変 『わたしたちの茨城県』より 36

2 つくばみらい市地図一部改変
『わたしたちのつくばみらい市』

より
36

3 明治初期の楢戸地区地図 古地図マップより 41

4 二六三番叟 綱の張り方 宮本大翔 42

5 大利根川の舟遊山 綱の張り方 宮本大翔 44

6 滝花火 宮本大翔 44

7 筑波山の花火 宮本大翔 44

8 二六三番叟 綱の張り方 宮本大翔 46

9 横綱火 宮本大翔 47

10 文字花火 宮本大翔 47

11 浦島竜宮入り海辺の花園 綱の張り方 宮本大翔 48

12 三番叟 綱の張り方 宮本大翔 50

13 鳳凰の舞 綱の張り方 宮本大翔 50

14 宮本流綱火 綱の張り方ａ 宮本大翔 52

15 宮本流綱火 綱の張り方ｂ 宮本大翔 52

16 宮本流綱火 綱の張り方ｃ 宮本大翔 52

17 宮本流綱火 綱の張り方ｄ 宮本大翔 52

18 ナイアガラの滝の構造 宮本大翔 53

19 三番叟の構造 宮本大翔 54

20 三番叟の構造 宮本大翔 54

21 舟遊びの構造 宮本大翔 55

22 浦島太郎 綱の張り方 宮本大翔 56


