
森をの基
から

ええるもの

往い

馬量
大

干栓
の
火
祭
り

写
真

鹿
　
谷

勲

■韓

碁
蒐

往
馬
大
社
社
頭

往
馬
大
社

近
鉄
生
駒
線
の

一
分
駅
を
降
り
る
と
、

西
に
生

駒
山

盆
ハ
四
二
メ
ー
ト
ル
）
の
雄
大
な
姿
が
あ
る
。

こ
の
通
り
か
ら
眺
め
る
生
駒
由
は
、

実
に
運
し
く
、

見
る
も
の
に
迫
っ
て
く
る
。

そ
の
麓
に
往
馬
大
社

（行
馬
坐
伊
言
麻
都
比
占
神
社
）
の
杜
が
精
気
に
満

ち
た
力
強
さ
を
周
囲
に
放

っ
て
横
た
わ

っ
て
い

る
．

広
い
境
内
に
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、

両
側
の

座
小
屋
や
正
面
の
高
座

（御
旅
所
）
が
日
に
入
る
。

こ
れ
ら
祭
り
に
使
わ
れ
る
建
物
の
奥
、

傾
斜
の
急

な
石
段
を
、

途
中
楼
輝
を
経
て
登
り
き
る
と
、

絵
皮
章
き
奉
河
造
り
の
社
殿
七
棟
が
ず
ら
り
と
並

え
で
い
る
。

往
馬
大
社
は
生
駒
谷
十
七
郷
の
氏
神
で
、

創
記

憲
古
く
、

奈
良
時
代
の
正
倉
院
文
書
に
既
に
登
場

す
る
。

現
延
喜
式
』
紳
名
帳
に
抵

【往
馬
坐
伊
古

麻
都
比
高
神
社
二
座
」
と
し
て
大
社
と
し
て
扱
わ

れヽ
て
い
る
。

イ
コ
マ
ツ
ヒ
ヨ
と
イ
コ
マ
ツ
ヒ
メ

（生
駒
の
彦
と
姫
）
と
い
う
男
女

一
対
の
神
が
も

二
う
と
の
祭
紳
で
あ
っ
た
む

そ
の
後
、

鎌
倉
時
代

●
キい
中
功
皇
府
を
中
心
と
Ｌ
七
八
購
岳
仰

へ
と
侵

節
対
象
を
拡
大
さ
せ
、

生
駒
八
幡
宮
と
な
る
，▼

江

戸
時
代
に
は
、

先
の
男
女

一
対
の
神
は
ま
っ
た
く

姿
を
隠
し
、

牛
頭
天
王
と
八
王
子
に
な
る
が
、

明

治
以
降
、

こ
の
二
神
が
再
び
見
い
だ
さ
れ
、

今
Ｈ

の
よ
う
に
中
央
に
遷
さ
れ
た
。

火
鰹
本
紳

こ
の
男
女

一
対
の
神
は
、

一‐火
魅
木
神
」
と
呼

ば
れ
て
い
た
。

今
で
は
マ
ッ
チ
す
ら
も
使
わ
ず
に
、

ボ
タ
ン

一
つ
で
火
は
得
ら
れ
る
が
、

も
と
は
木
と

木
を
擦
り
あ
わ
せ
て
い
た
。

生
駒
の
神
は
こ
の

「火
を
遂
り
だ
す
本
の
神
」
で
あ

っ
た
Ｇ

大
嘗
祭

（天
皇
即
位
礼
の
際
に
初
め
て
新
穀
を
神
々
に
献

じ
る
儀
式
）
の
た
め
に
悠
紀

・
主
基
二
国
を
決
め

る
と
き
に
、

亀
の
甲
羅
を
焼
い
て
占
う
が
、

そ
の

時
の
火
艦
本
は
生
駒
社
か
ら
献
上
さ
れ
た
も
の
が

使
わ
れ
る
習
わ
し
で
あ
っ
た
。

こ
の
火
能
木
は
波

波
迦
と
い
い
、

今
日
の
上
溝
桜
に
あ
た
る
と
い
う
。

荒
々
し
い
秋
祭
り

こ
う
し
た
故
実
か
ら
く
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、

毎
年
体
育
の
日
の
前
日

（も
と
ャ
月
■

一
日
、

さ

ら
に
以
前
は
旧
暦
八
月
十

一
麗
）
に
行
わ
れ
る
独

特
の
秋
祭
り
で
あ
る
。

神
前
か
ら

〈火
を
取
り
出

す
〉
こ
と
が
こ
の
祭
り
の
最
大
の
特
色
で
あ
る
。

一
般
に

「火
祭
り
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、

か
つ

て
ほ
宮
座
が
主
体
で
あ

っ
た
の
で

可座
祭
り
」
、

魚
市
が
立

っ
て
盛
ん
に
ナ
マ
プ
シ
が
料
理
さ
れ
た

の
で

一
フ
シ
祭
り
」
、

す
べ

て
が
競
争
で
な
り
立

っ
て
い
る
の
で

「勝
負
祭
り
に
、

ま
た
喧
嘩
が
絶

え
な
か
っ
た
の
で

「暗
一嘩
祭
り
」
と
い
ろ
い
ろ
な

側
面
か
ら
こ
の
祭
り
は
呼
び
習
わ
さ
れ
て
き
た
。

一生
駒
の
神
さ
ん
は
血
見
や
な
お
さ
ま
ら
ん
」
キ‐生

駒
祭
り
は
血
祭
り
」
と
言
わ
れ
、

か
つ
て
は
相
当

荒
々
し
い
祭
り
で
あ
っ
た
よ
う
だ
ｃ

喜
墜
牲
廃
止
さ
れ
た
が
、

座
祭
り
の
影
響
は
今



火
松
明
と
火
出
し
役

ベ
ン
ズ
リ
に
先
導
さ
れ
る
締
興

火
取
り
の
瞬
聞

大
松
明
に
ゴ
ゴ
ウ
シ
を
突
き
刺
す

も
色
濃
い
。

祭
り
全
体
を
差
配
す
る
の
が
、

生
駒

容
を
上
下

（現
在
ほ
南
北
と
改
称
）
に
分
け
て
そ

れ
ぞ
れ
四
人
ず

つ
の
ベ
ン
ズ
リ

（弁
随
）
と
い
う
役

で
あ
る
。

ベ
ン
ズ
リ
は
神
職
よ
り
も
強
い
権
限
を

持
ち
、

機
嫌
を
損
ね
る
と
祭
り
は
で
き
な
い
と
い

う
。

ま
た
然
え
さ
か
る
麻
殻
の
松
明
を
担
い
で
石

段
を
駆
け
下
り
る
火
取
り
役
は
こ
の
神
事
の
花
形

で
、

介
添
役
の
ワ
キ
ビ

（脇
火
）
と
二
人

一
組
で
、

合
計
四
人
が
勤
め
る
．

不
祭
り

本
祭
り
当
日
午
後
三
時
ご
ろ
か
ら
神
輿
渡
御
が

あ
る
。

青
竹
を
手
に
し
た

捺

姿
の
警
園
を
先
頭

に
、

薬
人

・
神
旗

上
高
張

提

灯

・
猿
題
彦

・
稚

児

・
鉾

い
獅
子

・
大
路

・
火
松
明

■
火
取
り

・
ベ

ン
ズ
琴

々
神
輿
を
ど
が
野
殿
読
か
ら
境
内
Φ
曲
を

下
っ
て
石
鳥
居
か
ら
入
っ
て
く
る
。

広
場
に
は
早

く
か
ら
大
勢
の
観
客
が
講
め
か
け
て
い
る
。

南
北

に
は
高
張
堤
灯
が
ず
ら
り
と
並
び
、

中
央
に
は
三

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
大
幣
が
八
本
並
ぶ
。

や
が
て
神

輿
は
ベ
ン
ズ
リ
に
先
導
さ
れ
て
勢
い
よ
く
担
ぎ
込

ま
れ
、

そ
の
ま
ま

一
気
に
高
速
の
中
に
納
め
ら
れ

る
。

今
は
神
輿
が
着
御
す
る
と
す
ぐ
に
上
下
の
本

者
た
ち
に
よ
る
御
供
上
げ
が
始
ま
る
。

上
下
の
御

供
所
か
ら
各
種
の
神
撰
が
手
送
り
で
供
え
ら
れ
、

そ
の
早
さ
を
裁
う
。

終
わ
る
と
今
度
は
広
場
に
並

ん
だ
大
御
幣
を
宮
司
が
順
に
振
る
。

神
職
が
三
本

日
の
御
幣
に
触
れ
た
と
た
ん
、

大
太
鼓
が
打
た
れ
、

こ
れ
を
合
図
に
大
松
明
を
広
場
に
引
き
出
し
、

地

面
に
立
て
る
。

そ
の
上
に
若
者
が
よ
じ
登
っ
て
ゴ

ゴ
ウ
シ

（御
串
）
を
突
き
刺
す
。

膨
ら
ん
だ
ス
ス

キ
を
突
き
刺
す
の
で
、

こ
れ
を
オ
ハ
ナ
を
立
て
る

と
い
い
、

早
く
四
本
立
て
た
方
が
勝
ち
と
な
る
。

こ
の
あ
と
巫
女
神
楽
が
あ
り
、

さ
ら
に
ベ
ン
ズ
リ

の
舞
が
行
わ
れ
る
。

悠
々
と
演
じ
ら
れ
る
ベ
ン
ズ

リ
の
所
作
に

「よ
―
ア
ゼ
踏
ん
ど
い
て
や
」
な
ど

と
周
囲
か
ら
い
ろ
い
ろ
と
声
が
掛
け
ら
れ
、

ひ
と

し
き
り
賑
わ
う
。

文
取
り

ベ
ン
ズ
リ
の
舞
が
終
わ
る
と
、

い
よ
い
よ
最
大

の
呼
び
物
の
火
取
り
と
な
る
。

こ
う
し
た

一
連
の

行
事
の
間
に
人
々
の
期
待
感
億
次
第
に
高
ま
っ
て

い
く
。

ゴ
ゴ
ウ
シ
が
再
び
現
れ
、

上
下
に
分
か
れ

て
境
内
東
側
に
待
機
す
る
ｃ

火
取
り
嶺
高
座
の
す

ぐ
下
で
真
剣
な
面
も
ち
で
控
え
て
い
る
。

高
座
の

奥
で
炎
が
ゆ
ら
め
き
始
め
る
。

高
座
の
奥
の
火
出

し
役
は
、

二
つ
の
松
明
に
十
分
火
を
燃
え
移
ら
せ

て
か
ら
、

一，よ
し
か
、

よ
し
か
、

よ
し
か
…
一
と

火
取
り
に
声
を
掛
け
る
。

三
度
め
の
掛
け
声
で
燃

え
盛
る
強
明
を
手
渡
す
と
同
時
に
、

大
取
り
強
松

明
を
一層
モ
趣
い
で
生
速
力
で
石
段
を
駆
け
降
り

る
。

速
く
石
段
を
路
り
た
方
が
勝
ち
で
、

ベ
ン
ズ

リ
が
弓
を
例
し
て
判
定
す
る
。

火
取
り
は
そ
の
ま

ま
境
内
を
駆
け
抜
け
て
、

ゴ
ゴ
ウ
ン
の
そ
ば
を
通

り
抜
け
る
。

そ
の
瞬
間
、

火
は
ス
ス
キ
に
燃
え
移

っ
て
大
き
く
炎
が
舞
い
上
が
る
。

こ
れ
ら
は

一
瞬

の
出
来
事
で
、

そ
れ
ま
で
園
唾
を
の
ん
で
成
り
行

き
を
見
守

っ
て
い
た
観
衆
か
ら
大
き
な
ど
よ
め
き

が
あ
が
る
。

そ
の
あ
と
人
々
ほ
帰
途
を
め
ざ
し
て

一
斉
に
散
ら
ば
り
、

神
輿
は
還
御
を
始
め
る
。

神
の
文
か
ら
人
の
文
ヘ

徐
々
に
期
待
感
が
高
ま
り
、

そ
し
て

一
気
に
終

わ
る
こ
の
祭
り
を
、

か
つ
て
あ
る
新
聞
は

「十
秒

岡
の
祭
り
」
と
表
現
し
た
。

言
い
得
て
妙
だ
。

し

か
し
、

こ
の
あ
ま
り
に
も
ユ
ニ
ー
ク
す
ぎ
て
他
に

礼
を
見
な
い
火
取
り
の
行
事
は
、

い
っ
た
い
何
を

意
味
し
て
い
る
の
か
考
え
て
し
ま
う
っ

擦
る
杵
と
そ
れ
を
受
け
る
自
か
ら
火
は
生
ま
れ

る
。

火
を
能
り
だ
す
男
女

一
対
の
本
の
神
と
は
、

火
彪
杵
と
火
能
日
の
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

神
前

で
よ
う
や
く
与
え
ら
れ
た
火
は

一
刻
も
早
く
取
り

出
し
て
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

火
が
神
か
ら
与
え

ら
れ
た
と
す
る
神
話
は
い
く
つ
も
あ
る
。

ギ
リ
シ

ャ
で
は
、

プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
が
神
の
元
か
ら
火
を
盗

み
出
し
て
人
間
に
与
え
た
た
め
に
永
劫
の
罰
を
受

け
た
。

生
駒
の
火
祭
り
の
な
か
に
も
、

わ
が
国
に

お
け
る
神
か
ら
人

へ
火
が
も
た
ら
さ
れ
た
物
語
の

片
鱗
が
伝
え
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な

い
．

し
か
た
に
　
い
さ
お

日
本
民
熔
学
会
会
長


