
ふ
じ
し
ま
秋
ま
つ
り「
つ

や
姫
の
里
の
収
穫
祭
」
が

日
、
藤
島
体
育
館
で
開

30催
さ
れ
ま
す
。

昨
年
か
ら
登
場
し
た「
じ

も
と
名
店
の
味
」
と
し
て
、

「
日
本
料
理
わ
た
な
べ
」（
野

田
目
）
に
よ
る
５
０
０
円

ワ
ン
コ
イ
ン
の
ラ
ン
チ
や
、

市
有
機
農
業
推
進
協
議
会

（
志
藤
正
一
会
長
）
の
お

米
食
べ
比
べ
、
有
機
農
業

の
パ
ネ
ル
展
示
が
あ
り
ま

す
。

回
の
「
日
本
藁
文
化

27
大
祭
」
で
は
、
わ
ら
馬
や

卵
つ
と
な
ど
藁
細
工
づ
く

り
の
体
験
も
で
き
ま
す
。

庄
内
地
域
の
「
食
の
都
」

づ
く
り
と
、
庄
内
浜
の
ア

バ
と
庄
内
浜
文
化
伝
道
師
、

「
食
文
化
創
造
都
市
」
鶴

岡
の
地
域
づ
く
り
が
、
農

文
協
の
シ
リ
ー
ズ
「
田
園

回
帰
」
第
７
巻
で
大
き
く

紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

著
者
は
、
東
京
大
学
名

誉
教
授
、
聖
学
院
大
学
大

学
院
非
常
勤
講
師
の
佐
藤

一
子
さ
ん
。

か

つ

こ佐
藤
さ
ん
は
１
９
７
０

年
代
始
め
の
農
村
青
年
に

よ
る
庄
内
労
農
大
学
（
青

山
崇
学
長
）
の
学
習
運
動

に
参
加
し
、
最
も
よ
く
庄

内
を
知
る
学
者
の
一
人
で

す
。本

の
中
で
食
文
化
を
発

信
す
る
農
村
女
性
ー
庄
司

祐
子
さ
ん
、
長
南
光
さ
ん
、

小
野
寺
美
佐
子
さ
ん
ら
を

詳
し
く
紹
介
。
市
職
員
の

阿
部
知
弘
さ
ん
（
長
沼
）

の
言
葉
も
登
場
し
ま
す
。
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役
場
の
兵
事
係
と
し
て
勤

務
。
早
期
退
職
し
、
村
長

職
を
昭
和

年
合
併
ま
で

29

就
任
さ
れ
た
。

町
村
合
併
後
は
町
会
議

員
と
し
て
活
躍
さ
れ
た
方

で
あ
る
。
頭
脳
明
晰
、
弁

舌
爽
や
か
で
先
見
性
に
優

れ
た
方
で
あ
っ
た
。

ま
た
弟
の
与
四
郎
さ
ん

は
、
東
京
外
語
大
学
を
卒

業
し
外
務
省
入
省
。
ポ
ル

ト
ガ
ル
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ア

メ
リ
カ
大
使
館
に
勤
務
し

帰
任
。
陸
軍
飛
行
兵
幹
部

候
補
生
と
し
て
徴
兵
さ
れ

昭
和

年
６
月
８
日
、
重

19

爆
撃
機
整
備
中
戦
死
。
28

歳
で
あ
っ
た
（
墓
碑
よ
り
。

末
弟
は
共
産
党
員
で
あ
っ

た
）。.発

足
当
時
の
農
協
は
事

務
的
に
も
整
わ
ず
、
総
会

前
日
夜
遅
く
ま
で
組
合
長

も
一
緒
に
ガ
リ
版
印
刷
を

し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

村
長
と
し
て
藤
島
町
合

併
に
熱
心
で
あ
っ
た
。

鈴
木
孝
蔵
氏
組
合
長

就
任村

長
改
選
に
よ
り
八
色

木
の
鈴
木
孝
蔵
さ
ん
が
当

選
し
、
組
合
長
兼
務
と
な

っ
た(

右
・
当
時
の
写
真)

。

鈴
木
さ
ん
は
庄
内
購
買

農
業
協
同
組
合
連
合
会（
庄

内
購
連
、
の
ち
に
庄
内
販

連
と
合
併
し
庄
内
経
済
連

と
な
る
）
の
常
務
理
事
を

務
め
て
い
る
多
忙
な
人
で

あ
っ
た
の
で
、
常
務
理
事

を
置
き
非
常
勤
で
あ
る（
連

合
会
設
立
課
程
は
の
ち
に

掲
載
）。

こ
こ
で
鈴
木
孝
蔵
さ
ん

に
も
触
れ
て
み
た
い
。

若
い
こ
ろ
青
雲
の
志
を

抱
き
東
京
都
文
京
区
役
所

に
勤
務
し
た
が
、
家
の
後

継
者
の
た
め
，
帰
郷
し
村

東
田
川
文
化
記
念
館
企
画
展
示
と
し

て
「
板
垣
隆
一
書
道
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
」

が
同
明
治
ホ
ー
ル
で

日(

水)

か
ら

26

11

月
２
日(

水)

ま
で
開
か
れ
て
い
ま
す
。

板
垣
氏
が
書
道
の
手
本
と
し
て
蒐
集

し
た
明
治
以
降
の
書
家
の
作
品
、
掛
け

軸
や
屏
風
な
ど
約

点
が
展
示
さ
れ
て

30

い
ま
す
。

主
な
作
品
は
、「
明
治
の
３
筆
」
と
言

わ
れ
る
日
下
部
鳴
鶴
、
巌
谷
一
六
、
中

林
梧
竹
の
他
に
、
黒
崎
研
堂
や
松
本
芳

翆
な
ど
。
江
戸
末
期
に
活
躍
し
た
市
川

米
庵
や
め
ず
ら
し
い
勧
農
詞
の
屏
風
（
書

家
不
明
）
も
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

時
間
は
午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
30

分
。
月
曜
の

日
は
休
館
で
す
。

31

シ
リ
ー
ズ
田
園
回
帰
７
（
農

文
協
２
３
７
６
円
）



テ
ク
テ
ク
歩
い
て
京
都

に
向
か
う
途
中
に
あ
る
軽

井
沢
の
街
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン

グ
に
興
じ
る
人
々
や
白
樺

・
カ
ラ
マ
ツ
の
木
々
に
囲

ま
れ
た
別
荘
と
思
わ
れ
る

建
物
を
、
た
だ
チ
ラ
チ
ラ

見
な
が
ら
追
分
方
面(

名
作

・「
風
立
ち
ぬ
」
等
を
書
い

た
堀
辰
雄
な
ど
の
文
人
が

住
ん
で
い
た
町)

に
急
い
だ

の
で
、
テ
レ
ビ
の
水
戸
黄

門
に
出
て
く
る
よ
う
な
昔

風
情
の
建
物
を
軽
井
沢
で

は
見
る
事
は
無
か
っ
た
。

テ
ク
テ
ク
旅
を
終
え
て

か
ら
軽
井
沢
に
は
縁
が
な

い
が
、
あ
る
年
の
夏
の
日

に
私
の
知
り
合
い
の
Ｍ
さ

ん
か
ら
電
話
を
い
た
だ
い

た
。電

話
で
は
「
今
、
軽
井

沢
に
あ
る
自
分
の
別
荘
に

い
る
の
で
来
な
い
か
」
と

い
う
あ
り
が
た
ー
い
お
誘

い
で
あ
っ
た
。

Ｍ
さ
ん
と
は
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
の
ブ
リ
ス
ベ
ー
ン

に
滞
在
中
に
知
り
合
っ
た

あ
る
会
社
の
会
長
さ
ん
だ

が
、
軽
井
沢
に
別
荘
を
持

っ
て
い
る
く
ら
い
だ
か
ら

財
布
の
中
身
は
私
と
は
月

と
ス
ッ
ポ
ン
、
た
ま
ー
に

東
京
に
行
く
と
私
に
一
杯

飲
み
屋
で
ご
馳
走
し
て
く

れ
た
り
、
夏
に
な
る
と
高

原
野
菜
で
有
名
な
嬬
恋
村

の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
等
を
送

っ
て
く
れ
る
の
で
大
切
な

知
人
で
も
あ
る
。

電
話
を
受
け
た
時
は｢

軽

井
沢
に
泊
ま
れ
る
、
し
か

も
別
荘
に
！｣

と
ワ
ク
ワ

ク
、
約
束
し
た
日
に
新
幹

線
の
軽
井
沢
駅
で
下
車
、

Ｍ
さ
ん
が
駅
前
で
私
が
乗

せ
て
も
ら
う
に
は
エ
ッ
と

思
う
よ
う
な
車
で
待
っ
て

い
た
。

や
は
り
ブ
リ
ス
ベ
ー
ン

で
知
り
合
っ
た
も
う
一
人

の
知
人
Ｂ
さ
ん
と
一
緒
に

別
荘
へ
、
途
中
に
は
緑
の

絨
毯
の
よ
う
な
ゴ
ル
フ
場

や
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
等
が
点

在
し
、「
有
る
所(

人)

に
は

有
る(

金)

も
ん
だ
」
と
納

得
。「

気
遣
い
無
用
」
と
言

わ
れ
て
も
貧
乏
神
に
愛
さ

れ
て
い
る
よ
う
な
自
分
と

し
て
は
一
晩
泊
め
て
も
ら

っ
た
だ
け
で
妙
に
腰
が
落

ち
着
か
な
く
な
っ
て
翌
日

(

Ｍ
さ
ん
は
私
を
３
日
位
泊

め
る
予
定
だ
っ
た
よ
う

だ
。)
に
は
引
き
止
め
ら
れ

た
が
、
上
田(

Ｎ
Ｈ
Ｋ
真
田

一
族
の
町)
の
街
で
友
人
Ｙ

と
会
う
事
に
な
っ
て
い
る

と
い
っ
て
解
放
し
て
も
ら

っ
た
。

そ
の
夜
上
田
の
街
で
Ｙ

に
上
田
の
歴
史
に
つ
い
て

聞
か
せ
て
も
ら
っ
た
よ
う

な
気
が
す
る
が
、
今
放
送

中
の
真
田
丸
を
テ
レ
ビ
で

見
る
度
に
幸
村
が
味
方
し

た
大
阪
の
目
狐(

淀
君)

と

冷
酷
で
嘘
つ
き
の
現
防
衛

大
臣
稲
田
朋
美
の
顔
が
重

な
っ
て
見
え
て
仕
方
が
な

い
こ
の
頃
で
あ
る
。

道
端
の
草
刈

♬
お
使
い
は

自
転
車
で

気
軽
に
行
き
ま
っ
し
ょ

と
い
う
歌
が
あ
り
ま
し
た

が
、
俺
の
場
合
は
こ
れ
が

バ
イ
ク
だ
。
駐
車
場
に
は

困
ら
な
い
し
、
第
一
燃
費

が
い
い
か
ら
毎
年
６
千
㎞

を
超
え
る
走
り
だ
。

▲
後
期
高
齢
者
に
近
く
な

っ
た
か
ら
、
昔
の
よ
う
に

は
飛
ば
せ
な
い
。
だ
か
ら

後
方
か
ら
車
が
来
る
と
き

は
、
邪
魔
に
な
ら
な
い
よ

う
に
路
側
帯
を
走
る
ん
だ

が
、
朝
の
ラ
ッ
シ
ュ
時
は

な
か
な
か
こ
こ
か
ら
出
ら

れ
な
い
状
況
だ
。

▲
し
か
し
今
年
は
、
こ
こ

を
走
る
と
ス
ス
キ
の
穂
が

体
に
ま
と
わ
り
つ
く
し
、

草
履
の
足
は
痛
い
と
く
る
。

皆
さ
ん
も
お
気
づ
き
だ
と

思
う
が
、
国
道
３
４
５
号

線
藤
島
鶴
岡
間
そ
ば
は
草

刈
が
行
わ
れ
ず
、
こ
の
時

期
・
背
高
泡
立
ち
草
の
黄

色
が
目
立
つ
。
歩
道
も
草

で
一
杯
の
状
況
だ
。

▲
こ
の
歩
道
、
お
年
寄
り

や
高
校
生
の
何
人
か
は
自

転
車
で
利
用
し
て
い
る
の

を
見
る
。
勿
論
、
車
の
運

ち
ゃ
ん
に
気
を
遣
っ
て
の

こ
と
と
自
分
の
安
全
を
考

え
て
の
こ
と
な
の
だ
が
、

こ
う
も
草
が
あ
っ
て
は
、

と
思
っ
て
い
る
だ
ろ
う
ヨ
。

▲
こ
こ
は
国
道
と
い
っ
て

も
、
県
か
市
の
管
理
だ
ろ

う
。
そ
れ
は
ど
っ
ち
で
も

い
い
ん
だ
が
、
ど
ん
な
計

画
で
仕
事
を
し
て
い
る
ん

だ
い
。
も
う
こ
の
時
期
だ

か
ら
今
年
は
こ
の
ま
ま
な

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

▲
毎
年
同
じ
よ
う
に
納
め

る
物
を
納
め
て
い
な
が
ら

同
じ
待
遇
が
受
け
ら
れ
な

い
で
、
我
慢
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
に
怒
り

を
感
ず
る
の
だ
ゼ
。
担
当

部
署
か
ら
言
い
訳
を
聞
こ

う
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

な
ー
み
ん
な
。

▲
国
で
は
同
じ
よ
う
に
少

な
い
年
金
か
ら
天
引
き
を

し
な
が
ら
、
介
護
保
険
の

利
用
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

こ
ん
な
こ
と
は
立
派
な
サ

ギ
で
し
ょ
う
。（
石
川
）

和

）
年
、
文
学
報
国
会

17
が
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の

巨
匠
・
徳
富
蘇
峰
を
会
長

と
し
て
設
立
さ
れ
、
会
員

に
は
菊
池
寛
・
吉
川
英
治

・
藤
山
愛
一
郎
・
横
山
大

観
・
武
者
小
路
実
篤
・
西

條
八
十
な
ど
と
い
っ
た
錚

錚
（
そ
う
そ
う
）
た
る
人

物
が
い
る
。
戦
争
宣
伝
に

協
力
し
、
欧
米
文
化
を
超

え
て
伝
統
的
な
固
有
の
文

化
を
回
復
し
、
戦
争
宣
伝

に
協
力
す
る
と
し
て
『
愛

国
百
人
一
首
』『
国
民
座
右

銘
』な
ど
を
発
行
し
た
。『
愛

国
百
人
一
首
』
に
は
「
大

本
国
は
、
長
い
歴
史
と
固

有
の
文
化
を
持
ち
、
国
民

統
合
の
象
徴
で
あ
る
天
皇

を
戴
（
い
た
だ
）
く
国
家
」

で
始
ま
る
。
こ
こ
に
は
２

つ
の
問
題
点
が
あ
る
。「
固

有
の
文
化
」
と
「
天
皇
を

戴
く
国
家
」
で
あ
る
。
後

者
は
次
回
に
書
き
今
回
は

前
者
に
つ
い
て
述
べ
る
。

戦
時
中
の
１
９
４
２（
昭

君
の
御
楯
と
な
り
て
捨
つ

る
身
と
思
へ
ば
軽
き
わ
が

命
か
な
」
な
ど
大
君
（
天

皇
）
礼
賛
が
多
く
、『
国
民

座
右
名
』
の
元
旦
は
「
我

が
国
は
神
国
な
り
」
で
あ

り
、
３
月
３
日
、
雛
の
節

句
は
「
女
は
や
わ
ら
か
に

心
う
つ
く
し
き
な
ん
よ
き
」

（
女
は
従
順
が
よ
い
）
で

あ
る
。

自
民
改
憲
案
の
「
固
有

の
文
化
」
と
は
、
天
皇
の

存
在
、
女
性
従
順
観
な
ど

を
指
し
、
戦
時
中
と
同
じ

も
の
で
憲
法
が
厳
し
く
否

定
し
た
も
の
で
あ
る
。

憲
法
前
文
を
全
文
改
定

し
た
自
民
改
憲
案
は
「
日

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ス
ペ
シ
ャ
ル

｢

従
軍
作
家
た
ち
の
戦

争｣
(

年
８
月

日)

13

14

か
ら
。
写
真
上
・
ペ
ン

部
隊
。
右
・
日
本
文
学

報
国
会
発
会
式


