
　
　
　
　
　
　

　

豊
橋
か
ら
飯
田
線
で
北
東
に
約
二
時
間
、
東
栄
と
い
う
町
は
静

岡
、
愛
知
、
長
野
の
県
境
に
あ
る
。
山
々
が
交
錯
し
て
い
る
奥
三

河
地
方
に
は
、
「
花
祭
」
と
い
う
神
事
芸
能
が
今
も
十
数
か
所
の

集
落
に
伝
わ
る
。
七
百
年
前
、
鎌
倉
末
期
か
ら
室
町
時
代
に
か
け

て
、
熊
野
の
山
伏
や
加
賀
白
山
の
聖
た
ち
が
伝
え
た
も
の
と
い
う
。

　

冬
至
の
前
後
は
自
然
や
霊
魂
が
衰
弱
す
る
時
期
で
、
太
陽
や
魂

の
復
活
を
願
っ
て
湯
を
立
て
清
め
る
霜
月
神
楽
（
湯
立
神
楽
）
の

一
種
が
十
一
月
か
ら
一
月
に
か
け
て
行
わ
れ
る
。

　

祭
り
は
花
太
夫
が
司
り
、

御
幣
を
切
っ
て
準
備
し
、

祝
詞
や
呪
言
を
唱
え
る
。

宮
入
と
呼
ば
れ
る
補
佐
役

数
名
が
、
太
鼓
を
打
ち
神

楽
歌
を
朗
詠
す
る
。
花
宿

（
祭
を
行
う
家
）
や
集
会

所
に
は
舞
屋
が
設
け
ら
れ
、

舞
庭
と
呼
ば
れ
る
土
間
の

中
心
に
据
え
ら
れ
た
湯
釜

に
は
夜
を
徹
し
て
薪
が
く

べ
ら
れ
る
。
湯
釜
の
上
や

周
囲
に
は
五
色
の
色
紙
で

作
ら
れ
た
「
湯
蓋
」
や
「
白
蓋
」
と
い

う
方
形
の
天
蓋
が
び
っ
し
り
と
吊
る
さ

れ
神
聖
な
場
所
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

神
々
は
湯
を
焚
く
こ
と
で
こ
の
天
蓋
に

降
臨
し
宿
る
と
い
う
。

　

祭
り
は
神
迎
え
、
湯
立
か
ら
始
ま
り
、

宮
入
の
舞
、
青
年
の
舞
、
花
の
舞
、
鬼

の
舞
な
ど
と
続
く
。
最
初
の
方
に
出
て

く
る
山
見
鬼
は
白
山
（
＝
浄
土
）
を
割

り
開
く
鬼
で
、
終
盤
、
最
高
調
に
達
す

る
「
湯
ば
や
し
」
に
登
場
す
る
榊
鬼
は
、

花
祭
り
の
目
的
で
あ
る
「
生
ま
れ
清
ま

り
」
を
実
現
す
る
た
め
の
呪
法
を
ふ
む

鬼
で
あ
る
。
花
祭
の
な
か
で
村
人
に
最

も
う
や
ま
わ
れ
、
恐
れ
ら
れ
て
お
り
、

山
の
神
と
し
て
胸
や
背
中
に
榊
の
小
枝

を
さ
し
て
い
る
。
榊
鬼
の
振
り
か
け
る

湯
を
浴
び
れ
ば
無
病
息
災
で
一
年
過
ご

せ
る
と
い
わ
れ
る
。
「
て
ー
ほ
へ
、
て

ほ
へ
」
と
掛
け
声
を
か
け
な
が
ら
見
物

人
も
歌
い
踊
り
、
最
後
の
神
返
し
ま
で

ほ
ぼ
一
昼
夜
を
か
け
て
舞
庭
は
興
奮
に

包
ま
れ
る
。

　
　
　
　

（
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榊鬼が激しく舞う

「四つ舞」舞人の少年が大釜のまわりで舞う

ひ
じ
り

み
ょ
う
ど

ま

い

ど



古
典
芸
能
へ
の
と
び
ら

小
鼓

　

能
楽
や
歌

舞
伎
で
美
し

い
音
色
を
響

か
せ
る
小
鼓

は
、
良
い
音

が
出
る
よ
う

に
な
る
ま
で

に
長
い
年
月

が
か
か
る
と

言
わ
れ
て
い

ま
す
。
何
十

年
、
百
数
十

年
と
大
切
に
使
わ
れ
て
き
た
小
鼓
を
、
さ
ら
に
次

の
世
代
に
受
け
継
い
で
い
く
た
め
、
と
き
に
は
修

理
が
加
え
ら
れ
ま
す
。

　

細
い
鉄
輪
に
仔
馬
の
革
を
か
ぶ
せ
て
縫
い
合
わ

せ
て
で
き
る
小
鼓
革
は
、
そ
の
縁
を
極
く
細
か
い

針
目
で
縫
っ
て
お
り
、
千
綴
と
呼
ば
れ
ま
す
。
千

と
は
数
量
な
ど
が
多
い
場
合
、
千
貫
神
輿
、
千
枚

田
な
ど
の
よ
う
に
例
え
と
し
て
使
わ
れ
ま
す
の
で
、

細
か
い
縫
い
の
こ
と
を
称
し
て
付
け
ら
れ
た
名
前

で
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
特
に
薄
い
小
鼓
革
に
対

し
、
力
を
入
れ
す
ぎ
ず
、
絶
妙
な
加
減
で
作
業
を

進
め
る
に
は
、
相
当
の
技
量
が
必
要
で
す
。
使
い

込
ま
れ
た
小
鼓
の
傷
み
具
合
を
そ
れ
ぞ
れ
に
見
計

ら
い
、
修
理
を
施
す
こ
と
で
、
美
し
い
音
色
を
後

世
に
伝
え
て
い
く
お
手
伝
い
が
で
き
た
ら
と
思
っ

て
い
ま
す
。
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神
輿
む
か
し
ば
な
し

神
輿
職
人
道
具

　

日
本
の
伝

統
的
社
寺
建

築
と
同
じ

く
、
神
輿
の

主
要
な
構
造

部
分
は
木
で

作
ら
れ
て
い

ま
す
。
大
き

な
材
木
の

切
り
出
し

や
運
搬
に

は
重
機
が

使
わ
れ
ま

す
が
、
細

工
を
し
て
仕
上
げ
る
ま
で
は
、
古
よ
り
職

人
の
間
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
道
具
を
使

い
こ
な
し
て
い
ま
す
。

　

中
で
も
木
材
の
表
面
を
な
め
ら
か
に
削

る
カ
ン
ナ
は
、
欠
か
せ
な
い
道
具
で
す
。

ご
く
細
か
い
溝
や
際
、
曲
面
な
ど
、
あ
ら

ゆ
る
部
分
を
削
り
ま
す
。
複
雑
で
手
間
の

か
か
る
「
ほ
ぞ
：
部
材
の
接
合
部
」
は
、

何
種
類
も
の
ノ
ミ
と
カ
ン
ナ
を
用
い
ま

す
。
「
ほ
ぞ
」
と
「
ほ
ぞ
」
を
一
分
の
隙

も
な
く
ぴ
た
り
と
組
み
上
げ
る
に
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
道
具
を
常
に
切
れ
味
よ
く
保
つ

必
要
が
あ
り
、
道
具
を
研
ぐ
の
も
職
人
の

仕
事
で
す
。
江
戸
時
代
か
ら
受
け
継
が
れ

て
き
た
、
職
人
た
ち
の
手
先
の
一
部
と
も

い
え
る
道
具
一
つ
ひ
と
つ
に
、
職
人
の
魂

が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

祭
と
と
も
に

国
民
祭
典

　

晴
天
に
恵
ま
れ
た
十
一
月
九
日
（
土
）
、
天
皇

陛
下
の
御
即
位
を
祝
う
国
民
祭
典
が
皇
居
前
広
場

で
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
第
一
部
の
奉
祝
ま
つ
り

で
は
、
東
京
及
び
近
郊
よ
り
集
ま
っ
た
多
く
の
神

輿
や
山
車
が
渡
御
し
、
賑
々
し
く
囃
子
の
音
色
が

響
き
渡
り
ま
し
た
。
浅
草
神
社
の
一
之
宮
ほ
か
、

赤
坂
氷
川
神
社
の
神
武
天
皇
江
戸
型
人
形
山
車
な

ど
も
お
目
見
え
し
、
宮
本
も
準
備
か
ら
随
行
ま
で

お
手
伝
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
五
月
に

三
社
祭
を
終
え
た
浅
草
っ
子
を
は
じ
め
、
神
輿
を

愛
す
る
皆
様
が
一
斉
に
活
気
づ
き
、
晴
れ
や
か
に

御
即
位
を
お
祝
い
す
る
一
日
と
な
り
ま
し
た
。

浅草神社一之宮渡御

  　

極
寒
の
夜
に
徹
夜
で
、
湯
釜

の
た
き
ぎ
の
炎
と
煙
に
包
ま
れ

「
ね
む
い
、
煙
い
、
寒
い
」
と

い
わ
れ
る
花
祭
に
、
八
年
ほ
ど

前
た
ず
ね
た
が
、
天
竜
川
の
中

程
、
交
通
手
段
の
飯
田
線
も
秘

境
の
駅
号
が
走
っ
て
い
る
く
ら

い
の
隠
れ
里
に
、
か
く
も
原
初

的
な
雰
囲
気
の
漂
う
祭
を
目
の

当
た
り
に
し
非
常
な
興
奮
を
覚

え
た
。
里
人
と
神
々
が
遊
び
興

じ
、
「
悪
態
祭
」
と
も
呼
ば
れ

拍
子
に
つ
れ
踊
り
狂
い
な
が
ら

男
は
あ
る
限
り
の
悪
態
を
は
き

通
す
。
厳
冬
に
静
ま
っ
て
い
た

生
命
力
を
呼
び
起
こ
す
花
祭
は

民
俗
学
や
宗
教
学
に
も
大
き
な

影
響
を
与
え
た
。

　

一
方
、
東
京
で
は
令
和
の
御
代
を

祝
う
国
民
祭
典
が
盛
大
に
執
り
行
わ

れ
ま
し
た
。
長
き
に
わ
た
り
浅
草
に

根
を
下
ろ
す
弊
社
に
と
っ
て
、
祭
り

を
通
し
て
皆
様
の
晴
れ
や
か
な
姿
を

拝
見
す
る
こ
と
は
大
変
嬉
し
く
思
い

ま
す
。
新
た
な
年
に
向
け
精
進
を
重

ね
て
ゆ
く
所
存
で
す
。
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