
民
俗
行
事火

売
町
の
民
俗
行
事別

府
市
朝
日
地
区

　
は
じ
め
に

　
地
域
住
民
が
み
ん
な
で
参
加
し
支
え
て
き
た
、
お
祭
り
や
踊
り

は
、
昔
か
ら
人
々
が
お
互
い
の
親
睦
を
深
め
結
束
を
固
め
る
た
め

の
Ｉ
つ
の
い
と
な
み
で
し
た
。
科
学
が
進
み
生
活
の
水
準
が
高
ま

り
、
い
ろ
い
ろ
の
地
域
の
人
々
が
い
っ
し
ょ
に
暮
ら
す
よ
う
に
な

る
と
、
伝
統
的
な
行
事
は
し
だ
い
に
廃
れ
て
き
ま
し
た
。
火
売
町

で
続
け
ら
れ
て
い
る
お
祭
り
や
盆
踊
り
は
、
今
で
は
珍
し
い
民
俗

行
事
と
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　
以
下
は
、
火
売
町
内
に
昔
か
ら
言
い
伝
え
ら
れ
た
故
事
に
も
と

づ
く
行
事
で
あ
り
ま
す
が
、
永
い
間
に
は
、
昔
を
知
る
古
老
や
資

料
も
少
な
く
な
り
憂
慮
し
て
お
り
ま
す
。
今
後
有
識
者
の
調
査
研

究
に
よ
り
、
さ
ら
に
正
確
な
資
料
の
出
現
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

「
大
将
軍
祭
」
・
一
月
十
三
日

高
　
橋
　
憲
　
二

　
昔
か
ら
一
月
十
三
日
を
「
牛
馬
の
日
」
と
い
っ
て
農
家
で
は
、

牛
馬
を
含
む
家
畜
の
正
月
祝
い
の
行
事
が
あ
り
ま
す
。

　
町
内
で
は
古
く
か
ら
町
内
の
影
之
木
あ
た
り
に
安
置
し
て
あ
る

石
祠
の
前
で
、
神
官
の
お
祓
い
の
後
座
前
の
家
で
直
会
を
し
て
牛

馬
の
安
全
を
析
っ
て
き
ま
し
た
。

　
昔
は
、
牛
馬
の
神
様
と
し
て
有
名
な
挟
間
町
篠
原
の
「
馬
頭
観

音
」
を
祭
る
「
松
原
神
社
（
大
将
軍
）
」
に
代
参
を
た
て
参
詣
し
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て
も
ら
い
、
頼
ま
れ
て
持
ち
帰
っ
た
餅
と
笹
を
各
戸
に
配
り
神
棚

に
供
え
、
お
札
は
竹
筒
に
い
れ
て
牛
馬
の
耳
に
く
く
り
つ
け
た
こ

と
が
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
　
「
祖
母
嶽
祭
」
・
八
月
四
日

　
当
町
内
に
は
毎
年
八
月
四
日
、
「
祖
母
様
（
祖
母
嶽
様
）
」
と
呼

ば
れ
、
農
家
の
人
々
が
集
ま
り
風
害
を
防
ぐ
た
め
に
、
風
の
神
祭

の
行
事
を
す
る
習
慣
が
あ
り
ま
す
。

　
県
の
南
境
に
聳
え
た
つ
祖
母
嶽
に
は
、
古
来
、
神
武
天
皇
の
祖

母
に
あ
た
る
豊
玉
姫
を
お
祀
り
し
て
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
に
合
祀

し
て
あ
る
風
の
神
が
「
級
淳
彦
神
と
級
長
姫
神
」
の
二
神
で
あ
り

ま
す
。
祖
母
様
と
は
こ
れ
ら
「
祖
母
嶽
大
明
神
」
の
略
称
で
、
祖

母
嶽
祭
と
は
、
台
風
の
鎮
め
を
祈
願
す
る
た
め
、
風
の
神
に
お
贈

り
す
る
行
事
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
風
の
神
祭
り
が
当
地
の
記
録
に
あ
ら
わ
れ
た
の
は
、
江
戸

時
代
の
文
致
十
二
年
（
一
八
二
九
）
こ
ろ
に
、
北
中
の
大
庄
屋

「
直
江
家
」
に
伝
わ
っ
て
い
た
「
直
江
文
書
」
に
見
え
る
の
が
初

め
て
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
神
明
祭
よ
り
二
〇
年
後
に
当
り
、
翌

年
天
保
に
改
元
し
て
、
「
天
保
の
飢
饉
」
が
始
ま
る
直
前
で
あ
り

ま
す
。
こ
の
「
直
江
文
書
」
に
よ
る
と
、
鶴
見
郷
千
石
の
農
民
や

他
の
住
民
が
一
体
と
な
り
、
大
平
山
（
肩
山
）
の
中
腹
で
風
鎮
め

と
五
穀
豊
穣
を
祈
願
し
ま
し
た
が
、
そ
こ
に
は
「
虎
御
前
の
松
」

と
呼
ば
れ
る
▽
不
の
老
木
が
あ
り
、
そ
の
根
元
に
何
ケ
所
か
の
風

穴
が
あ
っ
て
、
大
き
な
音
を
た
て
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
穴

に
は
「
ハ
大
竜
王
の
伝
説
」
も
あ
っ
て
、
雨
乞
の
祈
願
も
行
な
っ

た
う
え
、
山
頂
ま
で
登
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
　
「
大
平
山
の
雨
乞
」
に
つ
い
て
は
、
。
『
鶴
見
七
湯
廼
記
』
に
、

（
弘
化
二
年
）
「
大
平
山
男
の
こ
と
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
書
か
れ

て
い
ま
す
。

　
　
北
山
は
鶴
見
山
の
前
に
あ
り
て
麓
よ
り
登
る
こ
と
凡
そ
二
十

　
飴
町
ほ
ど
、
す
べ
て
石
も
な
き
帥
山
に
し
て
峯
に
は
平
ら
か
な

　
る
所
二
反
歩
も
あ
り
。
こ
の
所
鶴
見
山
の
神
霊
た
る
地
獄
と
さ

　
し
向
ひ
た
り
。
爰
に
い
に
し
へ
よ
り
ハ
大
龍
王
の
石
部
と
祭
り

　
来
れ
る
立
石
あ
り
。
旱
魅
の
と
し
に
な
て
男
手
を
つ
く
し
て
も

　
其
し
る
し
な
き
と
き
、
此
山
に
登
り
雨
を
祈
る
と
き
に
は
、
土

　
も
さ
け
真
金
も
舞
る
と
か
い
へ
る
如
く
照
は
た
ら
き
た
る
夏
の

　
日
に
も
、
忽
大
雨
降
こ
と
其
例
掲
き
事
な
り
。
其
方
の
古
例
た

　
る
事
也
。
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先
ず
其
日
の
前
日
大
宮
司
家
に
零
の
こ
と
を
云
い
入
れ
侍
れ

ば
、
鶴
見
社
頭
に
古
例
の
式
あ
り
て
、
幣
帛
供
物
を
と
ゝ
の
へ

備
へ
当
日
未
明
よ
り
祈
念
あ
り
。
鶴
見
の
村
長
両
人
井
村
役
の

も
の
ら
み
な
纒
服
し
て
是
も
未
明
よ
り
参
篭
す
。
百
姓
中
は
家

別
に
男
は
み
な
参
詣
し
て
の
ち
、
ま
た
一
同
し
て
石
垣
村
の
海

演
に
く
だ
り
て
潮
を
く
み
小
竹
筒
弐
ツ
に
入
れ
も
て
帰
り
、
ひ

と
つ
は
社
頭
に
奉
り
ひ
と
つ
は
大
平
山
の
ハ
大
龍
王
に
捧
げ
侍

る
也
。
尤
大
宮
司
は
じ
め
村
役
の
も
の
百
姓
ど
も
黄
昏
に
山
の

麓
に
揃
ひ
て
、
ま
ず
一
番
’
に
宵
の
幟
を
立
太
鼓
を
う
ち
な
ら
し

竹
貝
を
吹
立
、
人
々
手
毎
に
明
松
を
燃
し
連
ね
て
原
中
村
・
北

中
村
雨
列
に
行
を
乱
さ
ず
押
登
り
て
山
の
頂
に
至
り
、
ハ
大
龍

王
の
石
鉢
は
た
神
山
の
地
獄
の
か
た
に
向
ひ
し
ば
ら
く
大
宮
司

修
法
あ
り
。
尤
此
日
朝
よ
り
健
な
る
百
姓
五
十
人
ば
か
り
に
焼

草
を
も
た
せ
山
上
に
の
ぼ
せ
終
日
火
を
た
く
事
也
。
此
峯
に
む

か
し
よ
り
松
木
あ
ま
た
あ
る
と
い
へ
ど
も
、
常
は
禁
じ
て
枝
葉

を
も
取
ら
ず
此
日
こ
の
為
に
取
大
い
に
焚
こ
と
也
。
ま
た
手
毎

に
燃
し
連
ら
ね
し
明
松
を
皆
此
火
に
投
入
れ
て
空
も
こ
が
る
ｘ

ば
か
り
の
火
を
立
て
、
登
山
の
人
々
山
も
震
動
す
る
ほ
ど
声
を

あ
げ
躍
り
さ
わ
ぐ
事
也
。
是
両
を
呼
ぶ
為
也
と
い
ひ
侍
ふ
。

　
　
か
く
こ
の
雨
乞
を
な
す
こ
と
に
昔
よ
り
雨
降
ざ
る
事
な
し
と

　
か
や
、
既
こ
と
し
弘
化
二
年
の
度
、
初
夏
の
頃
よ
り
雨
少
に
し

　
て
入
梅
に
な
れ
ど
も
、
潤
雨
な
く
し
て
早
苗
か
れ
が
れ
と
な
り

　
て
、
早
乙
女
も
手
を
空
し
く
し
て
田
を
植
る
こ
と
成
が
た
し
。

　
依
て
五
月
望
の
日
に
此
大
平
宵
を
取
行
ひ
し
に
、
み
な
み
な
い

　
ま
だ
山
上
に
あ
り
け
る
う
ち
、
忽
神
嶺
よ
り
黒
雲
起
る
か
と
見

　
る
が
中
に
大
雨
篠
を
つ
く
が
ご
と
く
降
き
た
り
て
、
み
な
し
と

　
ど
に
濡
れ
そ
ぼ
ち
て
家
に
帰
り
け
る
と
か
や
。
夫
よ
り
日
に
日

　
に
入
梅
雨
ふ
り
つ
づ
き
て
、
日
あ
ら
ず
千
町
の
田
の
面
植
わ
た

　
し
て
足
穂
の
秋
を
待
事
と
な
れ
り
。

　
　
此
の
大
平
山
は
日
出
・
杵
築
・
府
内
の
城
下
は
た
鶴
崎
・
佐

　
賀
の
関
辺
り
五
里
十
里
の
外
よ
り
も
、
雲
井
の
空
に
遥
に
見
へ

　
わ
た
り
侍
れ
ば
、
早
魅
の
夏
に
は
最
早
鶴
見
の
火
焚
零
近
き
に

　
あ
る
べ
し
　
是
を
待
て
田
を
植
べ
し
と
て
遠
近
の
人
み
な
日
に

　
日
に
待
侍
る
こ
と
也
け
り
。
こ
れ
此
國
の
鎮
め
と
も
成
給
ふ
鶴

　
見
山
の
霊
験
た
る
事
あ
ふ
ぐ
べ
し
。
尊
む
べ
し
。
」

　
八
月
四
日
の
当
日
は
、
火
男
火
売
神
社
の
宮
司
が
祓
川
（
春
木

川
）
で
喫
を
行
な
い
身
を
清
め
、
氏
子
た
ち
は
当
日
一
家
に
丁
人

が
出
て
、
早
朝
よ
り
石
垣
の
浜
（
上
人
ケ
浜
）
で
竹
筒
に
潮
汲
み
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を
し
海
藻
で
蓋
を
し
た
う
え
、
山
に
登
り
大
平
山
（
畠
山
）
の
風

穴
に
投
げ
入
れ
て
祈
願
し
、
下
山
の
後
神
社
に
泊
ま
っ
て
直
会
を

し
て
お
互
い
の
結
束
を
固
め
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
こ
れ
と
似
た
行
事
は
、
近
年
ま
で
当
地
の
い
く
つ
か
の
町
内
に

も
伝
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
た
だ
し
八
月
と
は
限
ら
な
か
っ
た
よ
う

で
す
。

　
火
売
町
の
現
在
の
祖
母
嶽
祭
り
は
略
式
で
あ
り
ま
す
が
、
当
日

は
火
男
火
売
神
社
で
神
官
に
よ
り
お
祓
い
を
う
け
、
畠
山
に
向
か
っ

て
祈
願
を
し
た
の
ち
直
会
を
し
て
き
ま
し
た
。
当
初
か
ら
相
互
の

親
睦
を
深
め
、
結
束
を
固
め
る
目
的
も
あ
り
、
平
成
十
年
度
で
一

六
九
年
の
年
月
を
経
た
今
、
末
長
く
続
け
て
ほ
し
い
良
い
民
俗
行

事
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

　
　
「
火
防
ぎ
、
踊
」
（
盆
踊
り
大
会
）
　
・
八
月
二
四
日

　
古
文
書
の
「
三
代
実
録
」
に
よ
る
と
、
そ
の
昔
鶴
見
岳
は
度
々

噴
火
を
く
り
返
し
、
ふ
も
と
の
住
民
に
多
大
の
災
害
を
も
た
ら
し

ま
し
た
。
と
く
に
、
平
安
時
代
の
貞
観
九
年
（
八
六
七
）
正
月
二

十
日
に
、
記
録
に
残
る
激
し
い
大
爆
発
が
あ
り
ま
し
た
。

　
こ
の
こ
と
を
伝
え
聞
い
た
朝
廷
の
勅
令
に
よ
り
、
当
時
、
当
地

の
有
力
者
で
あ
り
「
大
男
火
売
神
社
」
の
別
当
職
で
あ
っ
た
鶴
見

三
郎
之
介
真
澄
が
、
神
仏
合
体
時
代
の
し
き
た
り
に
則
り
九
人
の

山
伏
に
命
じ
、
こ
の
地
に
お
い
て
「
大
般
若
経
」
を
転
読
さ
せ
、

犬
伏
の
儀
の
法
力
に
よ
わ
、
火
山
の
神
で
あ
る
大
男
犬
売
（
女
）

の
二
神
の
怒
り
を
鎮
め
、
さ
し
も
の
大
噴
火
も
治
ま
っ
た
と
い
う

そ
こ
で
す
。

　
そ
こ
で
神
官
や
僧
侶
と
住
民
が
喜
び
の
あ
ま
り
踊
っ
た
の
が
、

当
地
の
盆
踊
り
の
始
ま
り
と
い
わ
れ
ま
す
。
現
在
の
八
月
二
十
四

日
が
、
丁
度
こ
れ
に
あ
た
り
、
平
成
十
年
度
で
、
一
一
三
一
年
の

昔
の
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
踊
り
は
、
い
つ
頃
か
ら
か
地
元
の
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人
々
か
ら
は
、
火
を
防
ぐ
「
火
防
ぎ
の
踊
り
」
と
呼
ば
れ
、
い
ら

い
長
い
歴
史
の
経
過
と
と
も
に
現
在
は
そ
の
名
前
だ
け
が
「
火
防

ぎ
様
」
の
信
仰
と
と
も
に
残
り
、
明
治
中
期
以
降
大
分
県
下
で
は

珍
し
い
民
俗
的
な
伝
統
行
事
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
祭
壇
に
お
祀
り
し
て
い
る
「
火
防
ぎ
様
」
の
金
箔
の
木
造
は
、

当
地
で
長
い
間
い
だ
に
亡
く
な
ら
れ
た
方
々
の
霊
を
現
し
、
毎
年

当
番
に
あ
た
っ
た
方
々
の
手
に
よ
り
大
切
に
安
置
さ
れ
、
盆
踊
り

大
会
の
当
日
祭
壇
に
お
迎
え
し
て
お
参
り
の
方
に
は
お
接
待
を
し

て
お
り
ま
す
。
な
お
こ
の
木
像
は
、
大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）

旧
七
月
二
十
四
日
、
当
地
の
有
志
の
方
々
の
手
に
よ
り
、
改
め
て

建
立
し
な
お
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
「
神
明
祭
」
・
七
月
一
五
日
、
一
二
月
一
五
日

　
こ
の
祭
は
、
遠
く
江
戸
時
代
後
期
の
文
化
六
年
（
一
八
○
九
）

に
、
近
畿
の
滋
賀
の
国
よ
り
神
明
の
神
の
分
霊
を
お
迎
え
し
、
大

男
火
売
神
社
の
境
内
社
と
し
て
お
祀
り
し
ま
し
た
。
こ
の
神
様
は

先
祖
た
ち
が
悩
ま
れ
て
い
た
自
然
の
五
つ
の
災
害
（
旱
魅
・
水
害
・

風
害
・
虫
害
・
悪
疫
）
を
封
じ
、
広
く
こ
の
世
で
生
を
受
け
た
者

へ
の
安
全
と
幸
福
を
祈
、
た
の
が
始
ま
り
と
い
わ
れ
、
今
年
ま
で

一
八
九
年
間
当
地
の
人
々
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
伝
統
的

な
民
俗
行
事
で
あ
り
ま
す
。

　
当
日
は
神
明
社
と
天
満
社
の
前
で
神
官
の
お
祓
の
後
、
自
然
の

災
害
を
封
じ
る
と
と
も
に
こ
の
世
に
生
を
享
け
た
子
供
た
ち
の
健

や
か
な
成
長
を
祈
っ
て
き
ま
し
た
。

　
町
内
に
あ
っ
て
一
一
〇
〇
年
以
上
の
歴
史
を
誇
る
「
大
男
大
売

神
社
」
は
、
例
年
十
月
十
七
日
か
ら
十
八
日
に
わ
た
っ
て
秋
の
大

祭
を
行
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
来
年
は
、
一
一
五
〇
年
祭
も
計
画

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
日
あ
ら
た
め
て
述
べ
る
こ

と
に
い
た
し
ま
す
。

注・
お
祭
は
、
宮
座
や
氏
子
が
年
毎
に
順
番
で
受
け
持
つ
習
わ
し
が

　
あ
り
ま
し
た
。
頭
（
当
）
屋
制
と
い
い
ま
す
。
本
来
の
お
祭
は
、

　
頭
屋
に
な
っ
た
家
が
神
様
を
お
招
き
し
て
お
祭
を
主
宰
し
ま
し

　
た
。
火
売
町
の
「
火
防
様
」
の
お
祭
は
、
別
府
で
は
古
い
か
た

　
ち
が
今
ま
で
残
っ
て
い
る
貴
重
な
お
祭
で
す
。

・
神
明
様
は
お
伊
勢
様
（
伊
勢
神
宮
）
で
す
。
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