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伊
勢
原
に
は
、
先
人
た
ち
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
文
化

財
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。
市
で
は
、
地
域
に
残
る
文
化
財
を

周
辺
環
境
ま
で
含
め
て
総
合
的
に
保
護
･
継
承
す
る
た
め
、

平
成
28
年
に「
市
歴
史
文
化
基
本
構
想
」を
策
定
。
現
在
は「
市

文
化
財
保
存
活
用
地
域
計
画
」の
作
成
を
進
め
て
い
ま
す
。

文
化
財
と
い
う
と
、
寺
院
や
仏
像
と
い
っ
た
形
の
あ
る「
有

形
文
化
財
」を
思
い
浮
か
べ
が
ち
で
す
が
、
形
の
な
い
芸
や

技
、
習
俗
行
事
と
い
っ
た「
無
形
文
化
財
」の
存
在
も
忘
れ
て

は
い
け
ま
せ
ん
。

近
年
、
全
国
に
は
少
子
高
齢
化
や
継
承
者
不
足
に
よ
り
、

消
滅
の
危
機
に
ひ
ん
し
て
い
る
無
形
文
化
財
が
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
歴
史
や
文
化
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め

に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
、
社
会
全
体
で
守
っ
て
い
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。

11
月
１
日
か
ら
７
日
は「
文
化
財
保
護
強
調
週
間
」で
す
。

今
回
は
市
に
所
在
す
る
無
形
文
化
財
と
、
そ
の
保
護
･
伝
承

の
た
め
に
熱
い
思
い
で
活
動
し
て
い
る
人
を
紹
介
し
ま
す
。

教
育
総
務
課
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葉
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瀬
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大
山
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想
い
が
連
な
り
、

カ
タ
チ
が
残
る

現
代
社
会
に
お
い
て
道
を
照

ら
す
も
の
と
い
え
ば
、
車
の
ラ

イ
ト
や
道
路
照
明
で
し
ょ
う

か
。
で
も
、
か
つ
て
大
山
へ
と

向
か
う
参
拝
者
は
、
地
域
の
人

が
と
も
す
灯
籠
を
頼
り
に
し
て

い
た
ん
で
す
。
夜
に
な
り
山
の

稜り
ょ
う

線せ
ん

が
見
え
づ
ら
く
な
る
中
、

宝
城
坊
の
近
く
で
生
ま
れ
育

ち
ま
し
た
が
、
神
木
の
ぼ
り
の

存
在
を
知
っ
た
の
は
30
歳
を
過

ぎ
て
か
ら
な
ん
で
す
。
そ
れ
以

降
、
地
域
に
残
る
大
切
な
行
事

を
守
り
た
い
と
い
う
思
い
か

ら
、
平
成
29
年
に
保
存
会
を
作

り
ま
し
た
。
現
在
の
メ
ン
バ
ー

は
９
人
。
日
向
地
区
に
住
ん
で

以
来
、
３
０
０
年
以
上
の
伝
統

を
誇
る
神
事
芸
能
と
し
て
引
き
継

が
れ
て
い
ま
す
。
現
在
は
、
５
月

５
日
、
８
月
28
日
と
、
10
月
の
火

祭
薪
能
の
日
に
大
山
阿
夫
利
神
社

で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

大
山
能
は
、
江
戸
時
代
の
元
禄

年
間
に
紀
州
の
観
世
流
能
楽
師
･

貴き

志し

又ま
た

七し
ち

郎ろ
う

に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
ま
し
た
。

御お

師し（
先
導
師
）が
土
産
物
と
し
て

講
へ
配
り
人
気
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
大
山
詣
り
の
代
表
的

な
土
産
物
と
し
て
定
着
。
５
人
の

職
人
を
製
作
技
術
の
保
持
者
と
し

て
認
定
し
て
い
ま
す
。

大
山
こ
ま
は
、
大
山
の
木
材
を

利
用
し
て
木き

地じ

師し

が
生
産
し
た
木

工
品
。
大
山
詣
り
が
盛
ん
に
な
る

江
戸
中
期
に
は
、
家
内
安
全
や
商

売
繁
盛
を
呼
び
込
む
縁
起
物
と
し

て
参
拝
者
が
買
い
求
め
た
ほ
か
、

暗
闇
を
照
ら
す
独
特
の
赤
い
光
は
歩

み
を
進
め
る
人
々
の
心
を
高
揚
さ

せ
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
る
役

割
も
果
た
し
て
い
ま
し
た
。

伊
勢
原
が
持
っ
て
い
る
独
自
の

「
お
も
て
な
し
文
化
」を
後
世
に
残
し

た
い
…
そ
ん
な
気
持
ち
か
ら
平
成
22

年
に
隊
を
設
立
し
ま
し
た
。
27
年
に

は
灯
籠
行
事
に
つ
い
て
の
調
査
報
告

書
を
作
り
、
市
登
録
文
化
財
に
推
薦

し
ま
し
た
。
隊
と
し
て
も
自
治
会
や

地
域
の
方
々
と
協
力
し
、
毎
年
夏
に

な
る
と
明
か
り
を
と
も
す
活
動
を
し

て
い
ま
す
。

ま
た
、
子
ど
も
会
と
一
緒
に
竹
灯

籠
を
作
る
試
み
も
し
て
い
ま
す
。
家

の
前
に
置
い
て
あ
る
の
を
見
か
け
る

と
、
活
動
を
や
っ
て
き
て
良
か
っ
た

と
実
感
し
ま
す
。
11
月
28
日（
土
）ま

で
中
央
公
民
館
で「
馬
渡
・
新
屋
子

ど
も
会
制
作
灯
籠
展
」を
し
て
い
ま

す
の
で
、
子
ど
も
た
ち
の
力
作
を
ぜ

ひ
見
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

い
る
50
代
以
上
が
中
心
で
す
。

道
灌
ま
つ
り
や
文
化
財
フ
ェ
ス
タ

で
も
披
露
し
て
い
ま
す
が
、
本
格
的

に
楽
し
む
な
ら
宝
城
坊
の
例
大
祭
で

す
ね
。
今
年
は
残
念
な
が
ら
中
止
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
け
れ
ど
、
例

年
１
０
０
０
人
以
上
が
訪
れ
る
一
大

行
事
で
す
。

山
伏
が
約
５
メ
ー
ト
ル
の
シ
イ
の

木
に
登
り
、
刀
を
抜
く
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
の
迫
力
が
注
目
さ
れ
が
ち
で
す

が
、
本
来
は
祈
願
文
を
読
み
上
げ
、

参
詣
者
の
家
内
安
全
を
祈
る
神
聖
な

儀
式
で
す
。

ま
ず
は
見
に
来
て
も
ら
い
、
興
味

を
も
っ
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。
願

わ
く
は
多
く
の
人
に
携
わ
っ
て
も
ら

え
た
ら
う
れ
し
い
で
す
。

国
や
地
方
自
治
体
で
は
、
法
や
条
例
で
定

め
ら
れ
た
２
つ
の
制
度
に
よ
っ
て
、
地
域
に

残
る
文
化
財
を
守
っ
て
い
ま
す
。

指
定
文
化
財

地
域
に
所
在
す
る
文
化
財
の
う
ち
、
学
術

的
価
値
が
高
く
、
歴
史
を
理
解
す
る
上
で
重

要
な
も
の
を
保
護
す
る
制
度
。
補
助
金
な
ど

の
手
厚
い
保
護
が
あ
る
が
、
許
可
・
届
け
出

と
い
っ
た
規
制
も
受
け
る
。

登
録
文
化
財

社
会
的
評
価
が
確
立
す
る
前
に
、
土
地
の

開
発
や
後
継
者
不
足
に
よ
っ
て
存
続
が
危
ぶ

ま
れ
て
い
る
も
の
を
保
護
す
る
制
度
。
指
定

文
化
財
ほ
ど
の
補
助
は
な
い
が
、
比
較
的
規

制
は
緩
く
、
知
名
度
の
向
上
や
税
の
免
除
と

い
っ
た
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。

市
内
に
は
、
生
ま
れ
育
っ
た
地
元
に

誇
り
を
持
ち
、
多
く
の
人
々
に
よ
り
育

ま
れ
て
き
た
宝
物
を
未
来
に
残
そ
う
と

励
ん
で
い
る
人
が
い
ま
す
。

大
山
阿
夫
利
神
社
の
神
前
に
奉

納
さ
れ
る
神か

ぐ

楽ら

舞ま
い

。
明
治
６
年
に

神
官
の
権ご

ん

田だ

直な
お

助す
け

が
、
奈
良
の
春

日
大
社
の
富
田
家
か
ら
伝
授
さ
れ

た
も
の
で
す
。

倭
舞
は
腰
に
刀
を
差
し
、
手
に

は
榊さ

か
き

や
扇
を
持
っ
て
舞
い
、
巫
子

夏
山
の
時
期
に
街
道
沿
い
や
道

の
辻
に
立
て
ら
れ
て
毎
晩
点
灯
さ

れ
、
夜
間
に
大
山
へ
向
か
う
参
拝

者
の
案
内
を
務
め
た
灯
籠
。
市
内

で
は
小
稲
葉
に
４
件
、
高
森
、
東

大
竹
に
そ
れ
ぞ
れ
１
件
現
存
し
て

い
ま
す
。

舞
は
額
に
花
か
ん
ざ
し
を
付
け
、

五
色
の
布
を
垂
ら
し
た
鈴
や
扇
を

持
っ
て
舞
い
ま
す
。

地
元
の
子
ど
も
た
ち
に
受
け
継

が
れ
、
毎
年
８
月
28
日
の
秋
季
例

大
祭
で
は
社
務
局
で
披
露
さ
れ
て

い
ま
す
。

い
ず
れ
も
定
期
的
に
新
し
く
作

り
直
さ
れ
て
お
り
、
灯
籠
を
立
て

る
行
事
自
体
が
受
け
継
が
れ
て
き

ま
し
た
。

今
も
こ
の
行
事
を
続
け
て
い
る

６
団
体
を
、
保
持
団
体
と
し
て
認

定
し
て
い
ま
す
。

修
験
者
が
峰み

ね

入い
り

の
修
行

の
前
後
に
、
安
全
を
祈
願

し
て
行
っ
た
儀
式
が
起

源
。
明
治
時
代
初
期
に
修

験
が
禁
止
さ
れ
た
こ
と
で

一
時
は
途
絶
え
ま
し
た

が
、
昭
和
49
年
に
復
活
。

多
く
の
参
拝
者
が
集
ま
る

宝
城
坊（
日
向
薬
師
）春
の

例
大
祭
で
は
メ
ー
ン
イ
ベ

ン
ト
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
儀
式
を
伝
え
る
保

存
会
を
、
保
持
団
体
と
し

て
認
定
し
て
い
ま
す
。

小
学
生
時

代
、
舞
ク
ラ

ブ
に
入
っ
て

い
ま
し
た
。

初
め
て
大
勢

の
前
で
舞
っ
た
時
の
記
憶
は
、
恥
ず

か
し
さ
も
あ
り
今
も
脳
裏
に
焼
き
付

い
て
い
ま
す
。
温
か
く
見
守
っ
て
く

れ
る
地
元
の
皆
さ
ん
に
支
え
ら
れ
、

現
在
も
舞
人
と
し
て
市
内
の
大
き
な

イ
ベ
ン
ト
で
披
露
し
て
い
る
ほ
か
、

大
学
で
は
観
光
に
つ
い
て
勉
強
し
て

い
ま
す
。
学
ん
だ
こ
と
を
生
か
し

て
、
大
山
の
魅
力
を
発
信
で
き
る
大

人
に
な
り
た
い
で
す
。

無
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

事
態
が
長
引
け
ば
、
歴
史
が
途
絶
え

て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

大
山
の
人
に
と
っ
て
、
人
前
で
舞

う
こ
と
は
生
活
の
一
部
で
あ
り
、
そ

れ
を
真
似
し
て
子
ど
も
た
ち
は
感
受

性
を
養
い
ま
す
。
新
し
い
日
常
の
中

で
も「
残
す
べ
き
日
常
」が
あ
る
と
思

い
ま
す
。

育
っ
て
い
ま
す
、
若
き
継
承
者

「
子
ど
も
た
ち
の
踊
る
姿
が
印
象

的
で
し
た
」。
大
山
を
訪
れ
た
人
か

ら
、
こ
ん
な
言
葉
を
聞
く
こ
と
が
よ

く
あ
り
ま
す
。
倭
舞
は
11
曲
、
巫
子

舞
は
９
曲
が
継
承
さ
れ
て
お
り
、
こ

れ
だ
け
多
く
の
神
楽
舞
が
残
っ
て
い

る
と
こ
ろ
は
他
に
あ
り
ま
せ
ん
。
ま

さ
し
く
、
近
現
代
の「
大
山
詣
り
」を

構
成
す
る
重
要
な
コ
ン
テ
ン
ツ
に

な
っ
て
い
ま
す
。

か
つ
て
は
大
山
に
住
む
先
導
師
の

子
に
し
か
伝
承
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

よ
う
で
す
が
、
今
の
社
会
で
そ
れ
を

続
け
る
こ
と
は
難
し
い
。
私
自
身
、

大
山
に
住
む
者
で
あ
る

と
同
時
に
伊
勢
原
市
民

と
し
て
の
自
覚
が
あ
り

ま
す
。
伝
統
芸
能
は
市

全
体
で
守
っ
て
い
く
必

要
が
あ
る
と
感
じ
て
い

ま
す
。
そ
の
点
で
、
私

が
教
え
て
い
る「
舞
ク

ラ
ブ
」は
一
つ
の
役
割

を
果
た
し
て
い
る
と
思

い
ま
す
。
現
在
は
児
童

約
15
人
が
所
属
し
て
お

り
、
毎
週
水
曜
日
に
大

山
小
学
校
の
体
育
館
で

活
動
し
て
い
ま
す
。
経

験
し
た
子
に
は
地
元
に
誇
り
を
持

ち
、
そ
れ
を
海
外
の
人
に
も
語
れ
る

人
間
に
な
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

ま
た
、
こ
う
し
た
芸
能
は
誰
か
が

伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
、
す
ぐ
に
無

く
な
っ
て
し
ま
う
も
の
。
人
に
よ
っ

て
細
か
い
所
作
が
変

容
す
る
こ
と
は
あ
り

ま
す
が
、
そ
れ
を
含

め
て
舞
の
歴
史
で

す
。
し
か
し
、
伝
承

の
機
会
自
体
が
無
く

な
れ
ば
深
刻
な
状
況

に
な
り
ま
す
。
最
近

で
言
え
ば
、
イ
ベ
ン

ト
が
次
々
に
中
止
と

な
り
、
披
露
の
場
が

文
化
財
保
護
の

た
め
の
制
度

未
来
に
つ
な
げ
る｢

地
域
の
宝｣

ま
だ
ま
だ
あ
り
ま
す
。
伊
勢
原
の
無
形
文
化
財

大
山
阿
夫
利
神
社
の
倭や

ま
と

舞ま
い

及
び
巫み

子こ

舞ま
い

大
山
灯と

う

籠ろ
う

行
事

宝
城
坊
の
神し

木ぎ

の
ぼ
り

県
指
定
文
化
財

市
登
録
文
化
財

市
登
録
文
化
財

大切に保管されている衣装

馬渡子ども会の児童が作った竹灯籠受け継がれた祈願文を持つ成瀬さん

倭舞（上）と巫子舞（下）

平成27年に作り直された灯籠（小稲葉）

良
さ
を
間
近
で

感
じ
て
ほ
し
い

「
お
も
て
な
し
の
心
」を

残
し
た
い

誇
る
べ
き
伝
統
を

伝
え
た
い

昨年10月の火祭薪能で
舞を披露する青木さん

大
山
能
狂
言

市
指
定

文
化
財

大
山
こ
ま
の

製
作
技
術

市
指
定

文
化
財


