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稲
の
刈
り
入
れ
も
終
わ
り
、
あ
ち
こ

ち
で
太
鼓
の
音
が
聴
こ
え
、
播
州

一
円

が
祭
り

一
色
に
な
り
、
豪
華
に
飾
り
立

て
た
屋
台
と
男

の
勇
ま
し
い
揮
姿
と

「
ヨ
ー
イ
ヤ
サ
」

の
掛
け
声
が
村
々
を

覆
い
つ
く
し
た
が
、
今
は
そ
の
に
ぎ
や

か
さ
も
な
く
、
祭
り
の
後
の
寂
し
さ
を

味
わ

っ
て
い
る
こ
の
頃
で
す
。

私
は
子
ど
も
の
頃
か
ら
祭
り
が
人
好

き
で
し
た
。
私
の
村
で
は
学
校
の
運
動

会
が
終
わ
る
と
屋
台
の
大
鼓
を
た
た
く

練
習
が
始
ま
る
の
が
決
ま
り
で
し
た
。

小
学
四
年
生
に
な
る
と
、
屋
台
に
乗

せ
て
も
ら
え
る
の
で
、
早
く
四
年
生
に

会
長
　
高
　
岡
　
保
　
宏

（ｓ
３７
）

な
り
た
い
な
あ
と
い
つ
も
思

っ
て
い
ま

し
た
。
四
年
生
に
な
る
と
、
屋
台
に
初

め
て
乗
る
の
で
、
「
新
乗
り
子
」
と
言

い
ま
し
た
。
村
中
の
人
か
ら
お
祝
い
と

し
て
沢
山
の
御
花
が
貰
え
る
の
で
、
大

変
嬉
し
い
楽
し
み
で
し
た
。
し
か
し
、

祭
礼
前

の

一

か
月
は
、
乗

り
子
に
と

っ

て
は
青
年
団

の
厳
し
い
指

導
に
耐
え
な

け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
で
し

た
。総

社

は
熊

野
神
社
と
言
い
、
十
二
台
の
屋
台
が
集

ま

っ
て
い
ま
し
た
。
ほ
と
ん
ど
の
屋
台

は
布
団
屋
台
で
、　
一
か
村
だ
け
御
輿
屋

台
で
し
た
。
当
時
、
屋
台
は
担
い
で
移

動
す
る
の
が
普
通
で
し
た
。

担
い
で
も
ら

っ
て
乗
る
時
の
気
持
ち

は
、
何
と
も
言
え
な
い
い
い
気
持
ち
で
、

特
に
宮
入
、
宮
出
の
時
の
乗
り
子
と
担

ぎ
手
の
息
の
合

っ
た
練
り

（
工
～

エ
ン

ヤ
、
ド
ッ
コ
イ
サ
）
の
時
と
、
差
し
上

げ
て
宙
に
舞
い
上
が

っ
た
時
の
感
じ
は
、

言
葉
で
は
言
い
表
せ
な
い
良
い
気
分
で

し
た
。

十
二
台
の
富
人
が
済
む
と
昼
休
み
、

境
内
で
家
族

一
緒
に
食
べ
る
弁
当
、
母

親
等
が
朝
早
く
か
ら
腕
に
よ
り
を
か
け

て
作

っ
た
も
の
だ
け

に
、
こ
れ
が
ま
た
実

子
　
に
美
味
し
い
。
弁
当

時Ｈ
　
が
終
わ
る
頃
に
神
殿

一化
　
前
で
は
天
狗
が
浄
舞

ユァ
　
を
舞
い
、
木
方
が

一

わ
　
堂
に
集
ま
り
拍
子
木

Ｆべ
　

を
鳴
ら
し
、
帰
途
の

安
全
と
来
年
も
同
じ

よ
う
に
奉
納
し
よ
う

と
誓
い
あ
う
。
そ
し
て
宮
出
が
始
ま
る
。

最
後
の
屋
台
が
出
る
頃
は
日
も
暮
れ
て

い
る
。
提
灯
を
付
け
て
そ
れ
ぞ
れ
の
村

へ
と
帰

っ
て
行
く
。
こ
れ
で
楽
し
か

っ

た

一
日
が
終
わ
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

翌
日
の
学
校
で
は
、
屋
台
の
話
で
も

ち
き
り
で
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の

村
の
屋
台
の
自
慢
の
し
あ
い
で
す
。
Ａ

村
の
子
は
欄
間
の
彫
刻
、
Ｂ
村
は
帳
幕
、

Ｃ
村
は
銑
金
具
の
海
老
の
形
、
Ｄ
村
は

伊
達
綱
、
Ｅ
村
は
屋
台
の
大
き
さ

・
重

さ
、
Ｆ
村
は
高
欄
の
造
り
等
々
、
そ
れ

ぞ
れ
が
自
分
の
村
の
屋
台
の
長
所
を
言

い
合
い
、
得
意
に
な
っ
た
も
の
で
し
た
。

私
の
村
は
小
さ
な
村
だ

っ
た
の
で
、
人

口
も
少
な
く
担
ぎ
手
は
少
な
か

っ
た
。

し
か
し
、
屋
台
を
落
と
し
た
こ
と
が
な

い
の
が
自
慢
で
し
た
。
ま
た
、
太
鼓
の

音
が
腹
に
響
く
よ
う
な
低
く
て
大
き
な

音
で
、
こ
れ
も
自
慢
の

一
つ
だ

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
村
祭
り
は
、
子
ど
も
た

ち
に
自
分
の
村
に
対
し
て
の
誇
り
と
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
た
せ
、
帰
属
意

識
を
育
む
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い

ま
し
た
。
良
い
伝
統
と
し
て
今
後
も
繋

い
で
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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