
関
と
か
外
の
ト
イ
レ
前
な
ど
で
焚

き
ま
す
。
う
ち
で
は
、
昔
あ
っ
た

井
戸
の
前
で
も
毎
日
樺
を
焚
き
ま

す
ね
。」

樺
は
他
に
は
お
墓
の
前
で
焚
く

の
み
で
、
か
が
り
火
に
入
れ
る
こ

と
は
あ
ま
り
な
い
そ
う
で
す
。

一
度
は
出
な
く
な
っ
た
「
か
が

り
火
台
」
は
、
10
年
く
ら
い
前
か

ら
ま
た
売
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
と
の
こ
と
。
伝
統
が
見
直
さ
れ

て
き
て
い
る
よ
う
で
す
。

お
墓
参
り
は
夕
方
。
か
つ
て
子

ど
も
た
ち
は
、
小
ぶ
り
な
「
子
ど

も
提
灯
」
に
火
を
灯
し
、
足
元
に

気
を
つ
け
な
が
ら
、
薄
暗
く
な
っ

た
道
を
家
族
と
い
っ
し
ょ
に
お
参

り
を
し
ま
し
た
。

「
靴
も
新
し
い
の
を
お
ろ
し
て

お
参
り
し
た
も
の
で
す
」
と
藤
村

さ
ん
は
振
り
返
り
ま
す
。
藤
村
さ

ん
の
宗
派
は
お
供
え
を
し
な
い
そ

８
月
は
お
盆
。
仏
教
用
語
で
『
盂
蘭
盆
（
う
ら

ぼ
ん
）』。
祖
先
の
霊
を
死
後
の
苦
し
み
の
世
界
か

ら
救
う
た
め
の
仏
事
で
、
陰
暦
７
月
13
日
〜
15
日

を
中
心
に
行
わ
れ
る
行
事
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

お
盆
行
事
は
、
地
域
に
よ
っ
て
日
付
や
内
容
が

多
少
異
な
っ
て
い
ま
す
。
盛
岡
の
夏
の
風
物
詩

「
舟
っ
こ
流
し
」
は
、
盛
岡
の
お
盆
の
象
徴
と
も

い
え
る
行
事
で
す
。

ご
く
当
た
り
前
と
思
っ
て
い
た
盛
岡
の
お
盆

が
、
独
特
な
ス
タ
イ
ル
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

お
盆
を
通
し
て
、
盛
岡
の
地
域
文
化
を
見
つ
め
な

お
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

盛
岡
の
お
盆
を
知
る

特
集も

り
お
か
、

ふ
る
さ
と
の
お
盆

け
ど
ね
」
と
い
う
前
置
き
の
も

と
、
盛
岡
の
お
盆
に
つ
い
て
お
話

を
伺
い
ま
し
た
。

お
墓
参
り
の
こ
と

14
日
の
夕
方
に
、
家
の
前
で
迎

え
火
を
焚
き
ま
す
。
盛
岡
の
お
盆

の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
白
樺
の

皮
を
焚
く
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
、
そ

の
た
め
迎
え
火
を
、「
樺
火
」
と

呼
ぶ
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
白
樺
の

皮
は
、
季
節
に
な
る
と
朝
市
や
八

百
屋
に
並
び
ま
す
。

「
火
力
が
強
い
か

ら
で
し
ょ
う
。
す
ぐ

燃
え
ま
す
よ
」
と
藤

村
さ
ん
。
実
際
、
火

を
つ
け
て
い
た
だ
く

と
パ
ッ
と
燃
え
上
が

り
ま
し
た
。

「
お
盆
の
間
は
、

家
の
中
で
大
切
な
玄

（上）樺は筒状の状態で売られています。内側をめくる
と白樺そのまま。火をつければあっという間に燃えま
す。（左）藤村さんのお店で売られていた子ども提灯。
これに棒をつけてお墓参りに行ったものだそうです。

う
で
す
が
、
他
の
宗
派
で
は
お
煮

し
め
、
お
赤
飯
な
ど
を
持
っ
て
お

参
り
す
る
こ
と
も
。
転
勤
族
の
方

か
ら
は
赤
飯
に
驚
き
の
声
も
あ
が

る
そ
う
で
す
。
今
は
カ
ラ
ス
被
害

な
ど
の
対
策
で
お
供
え
を
禁
止
す

る
お
寺
も
あ
り
、
用
意
し
た
場
合

は
持
ち
帰
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

送
り
火
の
楽
し
み

16
日
に
は
ま
た
か
が
り
火
台
で

送
り
火
を
焚
き
ま
す
。

「
母
が
生
き
て
い
た
頃
は
、
か

が
り
火
で
み
そ
あ
ん
の
入
っ
た

『
か
ま
や
き
』
を
焼
い
て
食
べ
ま

し
た
。
今
は
う
ち
も
そ
う
で
す

が
、
や
っ
て
る
と
こ
ろ
は
少
な
い

で
す
ね
」

「
か
ま
や
き
」
は
小
麦
粉
で
作

っ
た
半
月
型
の
餅
菓
子
の
よ
う
な

も
の
。
県
北
部
に
多
く
残
っ
て
い

ま
す
。「
背
中
あ
て
」「
背
中
あ
わ

せ
」
な
ど
と
呼
ぶ
こ
と
も
。
ま

た
、
あ
ん
を
中
に
入
れ
な
い
も
の

を
砂
糖
醤
油
を
つ
け
て
食
べ
る
家

も
あ
る
そ
う
で
す
。

お
城
が
あ
っ
た
頃
は
、
桧
や
松

な
ど
の
薪
を
束
ね
、
樺
の
皮
を
ま

い
て
点
火
し
た
樺
火
の
上
を
、
騎

馬
武
者
が
駆
け
抜
け
る
「
盆
乗

り
」「
門
火
乗
り
」
と
呼
ば
れ
る

行
事
も
あ
り
ま
し
た
。
馬
事
文
化

盛
岡
の
お
盆
ス
タ
イ
ル

「
人
に
よ
っ
て
は
13
日
っ
て
い

う
人
も
い
ま
す
が
、
う
ち
は
14
か

ら
だ
ね
」
と
話
す
の
は
藤
村
仏
具

本
店
代
表
取
締
役
の
藤
村
義
郎
さ

ん
。
創
業
１
４
６
年
と
い
う
老
舗

の
4
代
目
で
、
古
く
か
ら
の
風
習

に
も
詳
し
い
で
あ
ろ
う
と
お
尋
ね

し
ま
し
た
。
地
域
や
家
に
よ
っ
て

も
お
盆
の
慣
習
は
い
ろ
い
ろ
。

「
う
ち
の
こ
と
な
ら
わ
か
り
ま
す

100年以上前から使っている玄関に飾る提
灯を持つ、藤村義郎さん。
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の
深
い
南
部
家
な
ら

で
は
の
行
事
で
す
。

お
仏
壇
ま
わ
り
の

こ
とお

盆
に
は
仏
壇
を

き
れ
い
に
し
、
提
灯

を
飾
っ
た
り
、
走
馬

灯
を
回
し
、
錦
を
敷

き
、
お
仏
壇
ま
わ
り

を
に
ぎ
や
か
に
し
ま

す
。
藤
村
さ
ん
の
お

店
に
は
仏
壇
の
工
房

も
あ
り
、
お
盆
前
が

注
文
も
修
復
も
一
番

混
む
そ
う
で
す
。

「
住
宅
様
式
が
変
わ
っ
て
お
仏

壇
も
小
さ
く
な
っ
て
き
た
り
、
洋

間
に
合
わ
せ
た
デ
ザ
イ
ン
に
変
わ

っ
て
き
て
い
ま
す
が
、
お
盆
に
拝

む
と
い
う
習
慣
に
変
わ
り
は
な
い

よ
う
に
思
い
ま
す
ね
」
と
藤
村
さ

ん
。ち

な
み
に
初
盆
の
家
で
は
提
灯

を
新
し
く
す
る
の
が
慣
わ
し
。
供

物
と
し
て
届
け
る
人
も
い
ま
す

し
、
古
い
も
の
と
交
換
し
た
り
、

追
加
し
て
い
っ
て
も
か
ま
わ
な
い

そ
う
で
す
。
仏
壇
の
準
備
は
家
長

の
仕
事
。
藤
村
さ
ん
も
手
際
よ
く

提
灯
を
組
み
立
て
て
見
せ
て
く
れ

ま
し
た
。
仏
壇
は
20
日
ま
で
を
盆

と
し
て
拝
む
の
だ
そ
う
で
す
。

宗
派
に
よ
っ
て
違
う
も
の
の
、

施せ

餓が

鬼き

棚だ
な
と
い
っ
て
、
仏
壇
か
ら

床
の
間
に
お
位
牌
を
移
し
新
た
な

棚
を
つ
く
る
風
習
が
い
ま
も
残
っ

て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
で
す
。

田
ん
ぼ
の
中
に
浮
か
ぶ
灯
り

８
月
頃
に
太
田
周
辺
で
夕
暮
れ

の
中
に
目
に
す
る
の
が
、
赤
や
白

な
ど
の
き
ら
び
や
か
な
電
球
が
ビ

ア
ガ
ー
デ
ン
の
よ
う
に
輝
く
風
景

で
す
。「
か
つ
て
は
提
灯
を
飾
っ

て
い
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
よ
」

と
藤
村
さ
ん
。
観
光
客
、
転
勤
族

に
も
新
鮮
な
光
景
で
、
た
び
た
び

ブ
ロ
グ
な
ど
で
も
「
盆
ツ
リ
ー
」

と
称
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
ま
す
。

こ
の
照
明
は
灯と
う
籠ろ
う

柱ば
し
らが
進
化
し
た

も
の
。
主
に
１
０
８
個
の
電
球
を

つ
け
る
こ
と
か
ら
、
１
０
８
灯
籠

柱
と
呼
ぶ
家
も
あ
り
ま
す
。
新
仏

の
あ
る
家
で
、
３
年
間
続
け
て
立

て
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
２

階
建
て
の
家
よ
り
も
高
い
真
ん
中

の
柱
は
、
昔
な
が
ら
の
灯
籠
柱
と

し
て
、
て
っ
ぺ
ん
に
杉
の
葉
と
大

き
な
電
球
を

灯
籠
に
し
た

も
の
が
掲
げ

ら
れ
て
い
ま

す
。電

球
の
色

は
赤
と
白
を

交
互
に
つ
け

る
の
が
基
本

の
よ
う
で
す

が
、
最
近
は

他
の
色
も
見
か
け
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
こ
の
電
球
の
ス
タ
イ
ル

が
登
場
す
る
ま
で
は
、
お
墓
か
ら

家
ま
で
ハ
セ
を
組
む
な
ど
し
て
、

１
０
８
個
の
提
灯
を
灯
し
て
い
た

も
の
で
、
消
え
る
ろ
う
そ
く
の
火

を
つ
け
直
す
た
め
の
手
伝
い
に
親

戚
が
来
た
も
の
だ
そ
う
で
す
。
こ

の
風
習
は
盛
岡
で
は
太
田
地
区
界

隈
で
多
く
見
ら
れ
ま
す
が
、
矢

巾
、
紫
波
、
花
巻
あ
た
り
で
も
見

か
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

観
光
客
も
受
け
入
れ
る

盆
行
事

例
年
８
月
16
日
に
行
わ
れ
る

「
舟
っ
こ
流
し
」
は
、
南
部
家
30

代　

行
信
公
の
７
番
目
の
姫
塩
子

の
方
（
光
源
院
殿
）
が
大
慈
寺
の

住
職
に
帰
依
し
、「
川か
わ

施せ

餓が

鬼き

」

を
実
施
し
た
い
と
始
ま
っ
た
も
の

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が

大
洪
水
の
後
に
広
く
町
人
た
ち
も

参
加
す
る
よ
う
に
な
り
お
盆
の
行

右から　藤村仏具本店の工房では修復と注文の最盛期。／
あとは組むだけのお仏壇一式。工房の片隅には山車まつり
の人形。これも制作しているとか。／両サイドに提灯を並
べるなどにぎやかに。仏壇を整えるのは家長の仕事。／鉈
屋町の風物詩になりつつあるかがり火。

事
と
な
り
、
夏
の
風
物
詩
と
し
て

観
光
客
も
訪
れ
る
行
事
に
成
長
し

ま
し
た
。

実
は
盛
岡
の
夏
祭
り
と
し
て
定

着
し
た
「
さ
ん
さ
踊
り
」
も
、
も

と
も
と
は
旧
南
部
領
で
踊
ら
れ
る

「
盆
踊
り
」
で
し
た
。「
鹿
踊
り
」

「
鬼
剣
舞
」、
そ
し
て
「
さ
ん
さ
踊

り
」
と
、
岩
手
に
残
る
民
俗
芸
能

の
多
く
が
念
仏
踊
り
に
端
を
発
す

る
と
い
わ
れ
、
お
盆
中
に
門
付
け

と
し
て
家
々
を
回
る
も
の
で
し

た
。
鉈
屋
町
で
昨
年
、
迎
え
火
送

り
火
を
一
斉
に
焚
き
、
そ
の
か
が

り
火
の
中
で
さ
ん
さ
を
舞
う
と
い

う
企
画
が
あ
り
、
多
く
の
人
が
鉈

屋
町
を
訪
れ
ま
し
た
。
懐
か
し
く

も
新
し
い
試
み
で
す
。

全
国
を
見
て
も
「
西
馬
音
内
の

盆
踊
」「
阿
波
踊
り
」
な
ど
、
お

盆
文
化
が
観
光
の
目
玉
と
な
っ
た

地
域
も
あ
り
ま
す
。
あ
た
り
ま
え

の
風
習
を
守
り
、
伝
え
て
い
く
こ

と
が
地
域
の
財
産
、
観
光
資
源
と

し
て
も
育
つ
証
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
も
盛
岡

の
お
盆
を
は
じ
め
と
す
る
風
習
を

学
ぶ
こ
と
で
、
新
た
な
地
域
資
源

の
発
見
に
つ
な
げ
た
い
も
の
で
す
。

取
材
／「
Ｓ
Ａ
Ｎ
Ｓ
Ａ
」企
画
編
集
委
員
会
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108灯籠柱の電球。夜景にかなり目立ちます。
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