
承
が
困
難
な
時
代
を
迎
え
て
い
ま
す
が
、
保
存
会
を
中
心
と
し

た
杉
野
原
区
民
の
皆
さ
ま
に
よ
る
並
々
な
ら
ぬ
努
力
に
よ
っ

て
、
数
百
年
以
上
に
も
わ
た
る
伝
統
が
継
承
さ
れ
て
い
ま
す
。

2
月
11
日
に
は
、
多
く
の
皆
さ
ま
に
こ
の
歴
史
あ
る
伝
統
芸
能

を
ご
観
覧
い
た
だ
き
、激
励
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

※
2
月
11
日
は
、杉
野
原
の
御
田
舞
を
保
存
記
録
す
る
た
め
に
、

映
像
の
撮
影
を
実
施
い
た
し
ま
す
。見
学
者
の
皆
さ
ま
に
は
、

ご
不
便
を
お
か
け
い
た
し
ま
す
が
、
ご
理
解
ご
協
力
の
ほ
ど

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

杉
野
原
の
御
田
舞
は
、
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ

れ
て
い
る
伝
統
芸
能
で
す
。
2
月
11
日（
木
・
祝
）
13
時
か
ら
有

田
川
町
杉
野
原
区
の
雨う

錫じ
ゃ
く

寺じ

阿あ

弥み

陀だ

堂
（
国
指
定
重
要
文
化
財

建
造
物
）
に
お
い
て
奉
納
さ
れ
ま
す
。

御
田
と
は
、
稲
作
の
生
産
過
程
を
模
擬
的
に
演
じ
る
こ
と
に
よ

り
、
そ
の
年
の
五
穀
豊ほ

う

穣じ
ょ
うを

神
仏
に
祈
願
す
る
行
事
で
す
。
高
野

山
周
辺
地
域
に
残
る
御
田
は
、「
修し

ゅ

正し
ょ
う

会え

」
と
呼
ば
れ
る
お
正
月

の
仏
教
行
事
の
中
で
行
わ
れ
て
き
た
も
の
が
、
長
い
歴
史
の
中
で

独
立
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
歴
史
は
中
世
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

杉
野
原
の
御
田
舞
は
、
春
の
田
起
こ
し
か
ら
牛
使
い
、
稲
刈

り
、
も
み
す
り
ま
で
の
一
連
の
農
作
業
の
仕
草
を
主
題
と
す
る
も

の
で
、
こ
れ
ほ
ど
丹
念
か
つ
克
明
に
稲
作
の
次
第
を
演
じ
る
御
田

は
全
国
で
も
例
が
少
な
く
、
大
変
貴
重
な
も
の
と
評
価
さ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
御
田
舞
の
冒
頭
で
行
わ
れ
る
「
裸

は
だ
か

苗な
え

押お
し

」
は
、
ふ

ん
ど
し
姿
の
男
た
ち
が
円
陣
を
組
ん
で
大
火
鉢
の
周
り
を
回
る
舞

で
、
杉
野
原
の
御
田
舞
の
特
徴
を
な
す
大
変
勇
壮
な
も
の
で
す
。

現
在
、
全
国
的
に
も
過
疎
化
に
よ
っ
て
伝
統
芸
能
の
保
存
や
継

杉
野
原
の
御お
ん

田だ
の

舞ま
い

が
奉
納
さ
れ
ま
す

番
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