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夏
井
川
下
流
の
右
岸
、
平
北
白
土
の
Ｓ
さ
ん
宅
で
は
自
家
採
種
を

し
て
地
ネ
ギ
の
「
川
中
子
ネ
ギ
」
を
栽
培
し
て
い
る
。
作
型
は
「
春

ま
き
・
秋
冬
ど
り
」
で
、
系
統
的
に
は
「
千
住
一
本
太
ネ
ギ
」
の
合

柄
（
葉
の
緑
色
が
濃
く
も
な
く
薄
く
も
な
い
中
間
）
に
属
す
る
。
冬

も
地
上
部
は
枯
れ
な
い
。
昔
の
「
い
わ
き
ネ
ギ
」
で
あ
る
。

　
今
の
「
い
わ
き
ネ
ギ
」
は
昔
の
「
い
わ
き
ネ
ギ
」
と
は
品
種
が
異

な
る
。
農
協
に
よ
る
一
括
出
荷
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、

テ
カ
テ
カ
し
て
見
栄
え
の
い
い
ネ
ギ
へ
の
切
り
替
え
が
進
ん
だ
。
し

だ
い
に
「
川
中
子
ネ
ギ
」
は
市
場
か
ら
姿
を
消
す
。
最
後
ま
で
頑
張

っ
て
い
た
Ｓ
さ
ん
が
出
荷
を
取
り
や
め
る
と
、
東
京
・
神
田
の
市
場

か
ら
「
宮
内
庁
に
納
め
て
い
る
の
で
」
と
出
荷
を
促
す
連
絡
が
入
っ

た
。
そ
れ
ほ
ど
昔
の
「
い
わ
き
ネ
ギ
」
（
「
川
中
子
ネ
ギ
」
）
は
味

が
よ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　
一
方
の
上
流
・
夏
井
川
渓
谷
、
小
川
町
上
小
川
字
牛
小
川
の
集
落

で
は
「
三
春
ネ
ギ
」
を
栽
培
し
て
い
る
。
地
ネ
ギ
だ
が
「
川
中
子
ネ

ギ
」
と
は
系
統
が
違
う
。
「
秋
ま
き
・
秋
ど
り
」
＝
写
真
は
黒
い
種

と
、
露
地
で
越
冬
し
た
春
先
の
苗
＝
で
、
冬
は
地
上
部
が
枯
れ
る
。

「
三
春
ネ
ギ
」
の
名
前
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
田
村
郡
か
ら
種
が
入

っ
て
来
た
の
だ
ろ
う
。
甘
く
軟
ら
か
く
香
り
が
高
い
。

八
十
八
膳
献
穀
会
　
会
員
募
集

「川
中
子
ネ
ギ
」と
「三
春
ネ
ギ
」　
　
吉
田
　
隆
治

　
　
　
奉
耕
会
員
　
　
二
十
九
名

現
在
　 

賛
助
会
員
　
　
五
十
四
名

　
　
　 

特
別
会
員
　
　
　
五
　
名

　
飯
野
八
幡
宮
の
古
式
大
祭
で
行
わ
れ
る
八
十
八
膳
献
饌
神
事
は
、

古
く
か
ら
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
も
の
で
、
県
の
重
要
無
形
民

俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
八
十
八
膳
献
饌
神
事
を
永
く
守
り
伝
え
て
ゆ
く
た
め
に
、
八
十
八

膳
献
穀
会
を
発
足
さ
せ
、
神
饌
田
を
設
け
て
、
田
に
は
餅
米
を
作
り

畑
で
は
野
菜
等
を
栽
培
し
、
御
神
饌
と
し
て
奉
納
し
て
お
り
ま
す
。

　
こ
の
御
奉
仕
を
通
じ
て
、
日
本
の
伝
統
的
な
農
耕
儀
礼
の
復
元
と

風
土
に
根
ざ
し
た
農
業
文
化
を
、
新
し
い
世
代
が
理
解
し
て
、
更
に

受
け
継
い
で
ゆ
く
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。
な
に
と
ぞ
、
私
共
の

活
動
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、
多
く
の
皆
様
が
ご
入
会
く
だ
さ
い
ま
す

よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
郡
山
市
阿
久
津
町
で
栽
培
さ
れ
て
い
る
曲
が
り
ネ
ギ
の

「
阿
久
津
ネ
ギ
」
が
、
ど
う
や
ら
「
三
春
ネ
ギ
」
の
親
戚

ら
し
い
こ
と
が
調
べ
て
い
て
分
か
っ
た
。

　
阿
久
津
は
阿
武
隈
川
右
岸
に
位
置
す
る
。
昭
和
三
十

（
一
九
五
五
）
年
の
「
昭
和
の
大
合
併
」
に
よ
り
阿
久
津

の
属
し
て
い
た
田
村
郡
岩
江
村
は
分
割
・
廃
村
と
な
り
、

阿
久
津
は
郡
山
市
に
入
っ
た
。
三
春
と
は
地
続
き
で
あ
る
。

阿
久
津
を
含
む
、
三
春
方
部
の
ネ
ギ
が
「
三
春
ネ
ギ
」
と

し
て
名
を
は
せ
る
よ
う
に
な
り
、
夏
井
川
渓
谷
の
集
落
に

ま
で
種
が
普
及
し
た
―
―
週
末
、
渓
谷
で
野
菜
作
り
を
し

て
い
る
私
は
、
そ
う
推
測
す
る
。

　　
少
な
い
作
土
を
有
効
に
利
用
し
て
白
根
の
部
分
を
長
く

伸
ば
す
技
術
に
「
や
と
い
」
が
あ
る
。
８
月
に
伏
せ
込
み

（
斜
め
植
え
）
を
す
る
こ
と
で
白
根
が
長
く
な
り
、
葉
は

ま
っ
す
ぐ
天
に
向
か
っ
て
伸
び
よ
う
と
す
る
か
ら
、
全
体

が
湾
曲
す
る
。
曲
が
り
ネ
ギ
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　
「
阿
久
津
ネ
ギ
」
と
「
三
春
ネ
ギ
」
は
親
戚
、
い
や
イ

コ
ー
ル
だ
と
し
た
ら
、
系
統
的
に
は
「
加
賀
群
」
だ
。
先

日
、
三
春
町
の
「
ほ
う
ろ
く
焼
き
」
の
記
事
が
新
聞
に
載

っ
て
い
た
。
「
三
角
油
揚
げ
」
に
切
れ
込
み
を
入
れ
、
地

産
の
曲
が
り
ネ
ギ
（
阿
久
津
ネ
ギ
）
を
詰
め
て
ほ
う
ろ
く

で
焼
き
、
表
面
に
甘
め
の
味
噌
を
塗
っ
て
食
べ
る
。
近
々

「
三
春
ネ
ギ
」
の
ル
ー
ツ
調
べ
の
仕
上
げ
を
兼
ね
て
、

「
ほ
う
ろ
く
焼
き
」
を
食
べ
に
行
こ
う
と
思
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
（
よ
し
だ
　
た
か
は
る
　
　
編
集
工
房
デ
ン
）
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年 間 行 事

総　会

田打祭

御田植祭（会報発行）

注連縄奉製勉強会

飯野八幡宮八十八膳献饌

抜穂祭（会報発行）

芋煮会

飯野八幡宮新嘗祭

研修旅行

農立神事

飯野八幡宮祈年祭
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11月

11月
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 4月

 5月

 5月

 8月

 9月15日

10月

上　三春ネギの種子　下　三春ネギ

yui



い
の
ち
輝
く
ま
つ
り
の
誕
生 

二
　
門
馬
　
巖

祭
祀
の
厳
修
　
　
飯
野
　
光
世

　
今
年
も
収
穫
の
季
節
が
廻
っ
て
き
ま
し
た
。
今
年
の
浜
通
り
の
作
柄

概
況
は
「
や
や
良
（
　

 

～ 

　
）
」
（
農
水
省
東
北
農
政
局
八
月
二
十

八
日
公
表
）
と
な
っ
て
お
り
、
台
風
な
ど
の
被
害
も
な
く
豊
作
が
期
待

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
稔
に
感
謝
す
る
お
祭
り
が
新
嘗
祭
で
あ
り
、
春

の
祈
年
祭
と
対
の
お
祭
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
農
耕
儀
礼
は
他
の
国
に
も
見
ら
れ
ま
す
。
欧
米
で
は
、
十

月
三
十
一
日
夜
か
ら
十
一
月
一
日
に
か
け
て
行
わ
れ
て
い
る
ハ
ロ
ウ
ィ

ー
ン
は
、
そ
の
代
表
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
ハ
ロ
ウ
ィ
ー
ン
は
、

も
と
も
と
ケ
ル
ト
人
の
収
穫
感
謝
祭
が
カ
ト
リ
ッ
ク
に
取
り
入
れ
ら
れ

た
も
の
と
さ
れ
て
い
て
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
共
通
の
も
の
が
見
ら
れ

ま
す
。

　
今
、
食
料
の
自
給
率
が
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
農
水
省
の
統

計
に
よ
れ
ば
、
平
成
十
八
年
度
に
は
カ
ロ
リ
ー
ベ
ー
ス
で
　
％
と
な
っ

て
お
り
、
年
々
減
少
の
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
諸
国
の
自
給
率
を
見
る
と

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
　

 

％
、
カ
ナ
ダ
の
　

 

％
、
フ
ラ
ン
ス
の
　

 

％

な
ど
高
い
自
給
率
を
示
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
要
因
と
し
て
四
大
穀
物
と
い
わ
れ
る
米
、
小
麦
、
ト
ウ
モ
ロ
コ

シ
、
大
豆
の
う
ち
、
小
麦
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
大
豆
は
ほ
ぼ
全
量
を
、

輸
入
に
頼
っ
て
い
る
こ
と
が
大
き
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
し
か
も
最
近
石
油
の
高
騰
に
よ
り
バ
イ
オ
燃
料
が
普
及
し
、
そ
の
原

料
に
小
麦
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
等
が
あ
て
ら
れ
輸
入
価
格
が
高
騰
し
、
そ

れ
が
食
品
の
値
上
げ
に
影
響
し
て
い
る
に
は
ご
承
知
の
と
お
り
で
、
あ

ま
つ
さ
え
マ
ネ
ー
ゲ
ー
ム
の
標
的
に
す
ら
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

食
物
を
こ
の
よ
う
に
扱
う
こ
と
は
言
語
道
断
で
す
が
、
経
済
優
先
の
社

会
で
は
、
如
何
と
も
し
が
た
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
日
本
の
大
昔
を
上
代
と
い
う
。
言
葉
や
文
字
が
残
さ
れ
て
い
る
時
代
よ
り
奈
良
時
代

の
終
わ
り
の
延
暦
十
二
（
七
九
三
）
年
頃
ま
で
を
示
す
時
代
の
呼
び
名
で
あ
る
。
古
代

前
期
か
ら
、
大
和
、
飛
鳥
、
奈
良
時
代
あ
た
り
で
あ
ろ
う
。

　
日
本
列
島
に
は
旧
石
器
時
代
か
ら
人
間
が
住
み
つ
き
、
永
い
あ
い
だ
狩
猟
・
採
集
の

生
活
を
続
け
て
き
た
。
そ
の
後
紀
元
前
三
世
紀
に
入
る
と
稲
作
農
耕
が
始
ま
っ
た
。
や

が
て
弥
生
時
代
に
入
る
と
各
地
に
「
ま
つ
り
」
が
誕
生
し
、
農
耕
集
団
が
形
成
さ
れ
た
。

古
墳
時
代
に
入
る
と
、
大
和
の
国
の
統
一
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
「
ま
つ
り
ご
と
」
が

形
成
さ
れ
た
。

　
当
時
の
日
本
人
は
口
承
口
伝
で
伝
説
や
神
話
を
語
り
継
ぎ
、
豊
か
な
食
料
の
確
保
と

子
孫
の
繁
栄
を
自
然
に
願
い
、
太
陽
と
神
に
祈
り
を
捧
げ
る
、
美
し
い
「
い
の
ち
の
輝

き
」
を
持
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
自
然
と
一
体
と
な
っ
た
生
活
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
手

段
が
農
耕
集
団
生
活
を
保
障
す
る
「
結
」
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
の
上
代
の
私
た
ち
の
祖
先
は
、
農
耕
集
団
を
形
成
し
て
「
ま
つ
り
ご
と
」

に
よ
っ
て
相
互
扶
助
の
仕
組
み
を
考
え
あ
げ
た
。

集
団
の
共
同
生
活
は
広
く
み
れ
ば
全
て
お
互
い

の
生
活
を
守
る
助
け
合
い
の
仕
組
み
と
い
う
こ

と
が
考
察
で
き
る
。

　
古
代
よ
り
農
耕
集
団
生
活
を
保
障
す
る
「
結
」

の
役
割
は
、
い
わ
ば
伝
統
的
な
人
間
関
係
の
存

在
理
由
で
も
あ
っ
た
。

　
上
代
の
農
耕
集
団
の
生
活
で
は
、
集
団
と
集

団
の
助
け
合
い
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
い
、
多
く

の
個
人
同
志
の
助
け
合
い
と
い
う
も
の
は
独
り

立
ち
の
形
式
を
示
さ
な
か
っ
た
。
農
耕
集
団
化

さ
れ
た
中
で
の
助
け
合
い
の
仕
組
み
は
い
つ
も

集
団
的
で
あ
っ
た
。

102

105

み
の
り

39

　
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
の
食
料
の
う
ち
　
％
は
廃
棄
さ
れ
る
と
聞
き
唖
然
と

し
ま
し
た
。
な
ん
と
も
っ
た
い
な
い
こ
と
で
、
汗
水
を
流
し
生
産
し
た
貴
重
な

食
べ
物
を
粗
末
に
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
あ
た
り
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
道
徳
教
育
の
啓
蒙
な
ど
が
推
し
進
め
ら
れ
る
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
今
年
は
台
風
の
上
陸
が
九
月
ま
で
ゼ
ロ
と
い

う
記
録
を
達
し
た
こ
と
が
新
聞
報
道
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
大
変
あ
り
が
た
い
こ
と
で
は
あ
り
ま

す
が
、
こ
れ
も
地
球
温
暖
化
に
よ
る
異
常
気
象

の
影
響
と
思
う
と
、
喜
ん
で
ば
か
り
と
も
い
か

な
い
よ
う
で
す
。
特
に
一
次
産
業
と
い
わ
れ
る

農
林
水
産
業
は
気
候
の
影
響
が
大
き
い
で
す
。

　
我
が
国
は
八
百
万
の
神
の
国
で
、
日
の
神
を

祀
る
神
社
は
伊
勢
の
神
宮
、
風
の
神
を
祀
る
神

社
に
は
竜
田
神
社
、
水
の
神
を
祀
る
神
社
に
は

貴
船
神
社
な
ど
有
名
で
す
が
、
先
人
た
ち
は
厚

い
信
仰
を
も
っ
て
自
然
災
害
と
向
き
合
い
、
災

い
が
お
こ
ら
な
い
よ
う
ご
加
護
を
祈
念
し
て
ま

い
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
年
々
歳
々
祭
事
を
繰
り

返
し
、
更
に
信
仰
を
深
め
て
い
っ
た
の
で
あ
り

ま
す
。

　
こ
の
繰
り
返
す
こ
と
が
大
切
で
、
と
も
す
る

と
マ
ン
ネ
リ
化
す
る
中
で
疎
か
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
厳
に
慎
ま
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
一
つ
ひ
と
つ
確
認
し
洩
れ
の
な
い
よ
う
細
心
の
注
意
が
肝
要

で
、
私
ど
も
神
職
も
こ
の
こ
と
を
心
に
刻
ん
で
神
明
奉
仕
に
邁
進
す
る
所
存
で

あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
い
い
の
　
み
つ
よ
　
　
飯
野
八
幡
宮
　
宮
司
）
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要
す
る
に
古
く
か
ら
あ
っ
た
結
の
仕
組
み
は
、
集
団
と
接
す
る
の
は
集
団
の

み
で
あ
り
、
個
々
の
繋
が
り
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
結
は
そ
の
後
さ
ま
ざ
ま
な
展
開
を
見
せ
た
。
個
人
で
手
が
足
り
な
い
場
合
に

は
他
の
集
団
の
手
伝
い
を
受
け
、
そ
こ
に
は
あ
る
決
ま
っ
た
他
人
と
協
同
す
る

仕
方
が
習
わ
し
と
し
て
、
互
い
に
協
力
し
集
団
化
し
た
「
ゆ
い
」
と
な
り
、
労

働
を
共
に
行
う
組
織
と
し
て
の
「
き
ず
な
」
に
な
っ
た
。

　
要
す
る
に
、
集
団
対
集
団
で
は
個
々
に
繋
が
り
に
く
か
っ
た
関
係
が
、
集
団

を
超
え
個
人
同
士
の
繋
が
り
を
持
て
る
よ
う
な
組
織
と
な
り
、
よ
り
相
互
扶
助

の
仕
組
み
が
個
々
の
生
命
お
よ
び
生
活
に
身
近
に
な
っ
て
い
っ
た
。
ま
た
個
人

同
士
の
繋
が
り
が
複
雑
化
す
る
こ
と
で
、
人
間
関
係
に
も
新
た
な
き
ず
な
が
芽

生
え
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
結
論
的
に
伝
え
ら
れ
る
「
結
」
に
関
わ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
種
類
が
多
く
、

併
在
が
多
い
の
で
私
的
に
ま
と
め
て
み
る
。
「
結
」
と
呼
ば
れ
る
農
耕
集
団
は

労
働
の
慣
習
と
し
て
非
常
に
古
く
、
現
代
で
も
広
い
分
布
を
示
し
て
い
る
。
相

互
扶
助
の
仕
組
み
を
持
つ
集
団
の
呼
び
名
も
、
地
方
ご
と
に
い
ろ
い
ろ
あ
る
よ

う
だ
。

　
個
々
の
仕
事
を
交
代
し
な
が
ら
共
に
労
働
す
る
「
結
」
の
ほ
か
に
、
稲
作
で

は
田
植
え
か
ら
収
穫
、
ま
た
は
生
活
の
全
般
ま
で
、
仲
間
で
ま
と
ま
っ
て
仕
事

を
順
次
済
ま
せ
る
よ
う
な
共
同
作
業
を
す
る
、
古
代
か
ら
の
集
団
「
結
」
の
名

残
も
根
強
く
残
っ
て
い
る
。

　
私
た
ち
の
祖
先
が
基
礎
を
作
っ
た
「
結
」
も
「
ま
つ
り
」
も
共
に
多
大
な
労

力
や
資
材
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
長
い
時
間
を
か
け
、
助
け
合
い
精
神
と

そ
の
仕
組
み
が
徐
々
に
定
め
ら
れ
連
綿
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
「
ま
つ
り
」
も
「
ゆ
い
」
も
自
然
の
恵
み
に
感
謝
し
つ
つ
奉
仕
の
心
を
捧
げ

る
お
こ
な
い
で
あ
る
。
豊
葦
原
瑞
穂
国
で
あ
っ
た
遠
い
上
代
よ
り
、
わ
が
日
本

列
島
に
は
春
夏
秋
冬
に
よ
り
う
つ
ろ
い
と
実
り
が
あ
る
。
自
然
と
渾
然
一
体
と

な
り
、
会
員
と
し
て
い
の
ち
の
輝
き
を
実
感
で
き
る
こ
と
を
幸
い
に
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

 
 

（
も
ん
ま
　
い
わ
お
・
八
十
八
膳
献
穀
会
　
賛
助
会
員
）

じ
ょ
う
だ
い

ゆ
い


