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く
会
議
を
重
ね
事
業
計
画
を
練
り
、
崇
敬
会
、
婦
人

会
、
青
年
会
を
結
成
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
社
報
の
発

行
、
そ
し
て
十
一
月
に
は
、
地
場
産
業
の
育
成
と
川

越
い
も
作
り
初
め
の
祖
で
あ
る
吉
田
弥
右
衛
門
の
顕

彰
を
目
的
に
、
青
木
昆
陽
と
併
せ
て
境
内
に
二
柱
の

神
様
を
お
祀
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

 

遷
座
祭
に
際
し
ま
し
て
は
大
変
大
勢
の
皆
様
方
に

ご
支
援
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
に
心
よ
り
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
氏
子
の
皆
様
方
に
は
神

社
本
庁
指
定
「
教
化
モ
デ
ル
神
社
事
業
」
に
赤
誠
の

ご
奉
賛
を
賜
り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
度
、
初
め
て
新
た
な
神
様
を
お
祀
り
さ
せ
て

い
た
だ
く
遷
座
祭
を
斎
行
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
多
く
の
方
と
の
出
会
い
と
協
力
を
得
て
、
は
じ

め
て
で
き
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
目
に
見
え
な
い

神
の
深
い
意
志
と
力
を
感
じ
ま
し
た
。
私
達
が
二
柱

の
神
様
を
お
祀
り
し
た
の
で
は
な
く
、
神
様
の
お
導

き
に
よ
っ
て
神
明
社
の
地
に
お
遷
り
い
た
だ
い
た
よ

う
に
思
わ
れ
ま
す
。

 

多
く
の
人
の
力
が
一
つ
所
に
、
一
つ
時
に
集
中
さ

れ
て
神
が
誕
生
し
、
神
話
が
生
ま
れ
、
新
し
い
世
界

が
開
闢
し
た
。
心
の
中
に
神
の
鼓
動
が
聞
こ
え
、
新

た
な
熱
い
血
が
流
れ
始
め
、
生
き
る
力
が
ふ
つ
ふ
つ

と
湧
き
上
が
っ
て
来
る
の
を
祭
典
中
感
じ
ま
し
た
。

 

新
し
く
誕
生
し
た
神
様
を
お
守
り
し
、
御
神
徳
を

広
め
さ
せ
て
頂
く
の
が
こ
れ
か
ら
の
使
命
だ
と
感
じ

て
お
り
ま
す
。
初
心
に
返
っ
て
神
明
に
奉
仕
す
る
所

存
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
今
後
と
も
、
こ
れ
ま
で
以

上
に
御
指
導
御
鞭
撻
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。

　

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

新
春
に
あ
た
り
氏
子
崇
敬
会
の
皆
様
方
の
ご
多
幸

と
ご
健
勝
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

 

御
皇
室
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
昨
年
九
月
六
日
に

悠
仁
親
王
殿
下
が
ご
誕
生
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
親
王

殿
下
の
お
健
や
か
な
ご
成
長
と
、
皇
室
の
弥
栄
を
言

祝
ぎ
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
当
神
明
社
は
、
昨
年
か
ら
三
ヶ
年
に
亘
り

神
社
本
庁
よ
り
埼
玉
県
で
唯
一
「
第
十
一
期
神
社
振

興
対
策
教
化
モ
デ
ル
神
社
」の
指
定
を
受
け
ま
し
た
。

初
年
度
は
、
阿
部
総
代
会
長
様
を
中
心
に
幾
度
と
ななでいも
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総
代
会
長　

阿
部
征
一

　

川
越
い
も
開
拓
の
祖

　
　
　
　
　

吉
田
弥
右
衛
門
御
遷
座
事
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
川
越
い
も
』
作
り
初
め
二
五
五
周
年
記
念

　

十
一
月
二
十
三
日
（
木
）
午
後
五
時
よ
り
宵
闇
の

中
、
吉
田
弥
右
衛
門
（
主
祭
神
）、
青
木
昆
陽
（
配

祀
神
）
を
当
神
明
社
に
お
祀
り
す
る
遷
座
祭
（
い
も

祭
り
）
が
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。

（
主
催
、
神
明
社
氏
子
崇
敬
会
、
婦
人
会
、
青
年
会
。

賛
同
、
吉
田
徹
四
郎
様
。
協
力
、
三
芳
町
甘
藷
同
好

会
。
後
援
、
三
芳
町
川
越
い
も
振
興
会
、（
社
）
小

江
戸
川
越
観
光
協
会
、
川
越
サ
ツ
マ
イ
モ
商
品
振
興

会
、
所
沢
市
観
光
協
会
）

　

参
列
者
は
手
水
を
済
ま
せ
、
阿
部
総
代
会
長
を
先

導
に
祭
祀
舞
奉
納
の
小
学
生
、
祭
主
、
来
賓
、
総
代
、

一
般
参
列
者
と
続
き
神
前
ま
で
参
進
。
狛
犬
、
撫
で

い
も
の
除
幕
後
、
清
祓
い
を
行
い
、
新
築
さ
れ
た
御

社
殿
の
御
扉
を
開か
い
ひ扉

し
、
降
神
の
儀
に
て
吉
田
弥
右

衛
門
之
命
、
青
木
昆
陽
之
命
の
二
柱
の
神
様
に
お
遷

り
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

祝
詞
奏
上
後
、
地
元
小
学
生
二
十
名
に
よ
っ
て
神

前
に
て
豊と
よ
さ
か
ま
い

栄
舞
、
朝あ
さ
ひ
ま
い

日
舞
、
浦
う
ら
や
す
の
ま
い

安
舞
の
奉
納
が
行
わ

れ
、
続
い
て
関
係
者
の
玉
串
の
奉
奠
に
よ
り
、
無
事

神
事
は
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
後
、
場
所
を
神
楽
殿
前
に
移
し
、
式
典
の
前

に
三
芳
町
甘
藷
同
好
会
、
婦
人
会
の
皆
さ
ん
の
手
に

よ
っ
て
作
っ
て
い
た
だ
い
た
、
心
の
こ
も
っ
た
サ
ツ

マ
団
子
、
芋
汁
を
い
た
だ
き
直
会
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　

式
典
で
は
、主
催
者
を
代
表
し
て
阿
部
総
代
会
長
、

林
孝
次
名
誉
宮
司
、
続
い
て
ご
来
賓
の
皆
様
よ
り
ご

挨
拶
を
頂
戴
し
ま
し
た
。　

　

ご
来
賓
の
皆
様
は
、
左
記
の
通
り
で
す
。

　

吉
田
弥
右
衛
門
御
子
孫
吉
田
徹
四
郎
、
浩
明
様
、

川
越
い
も
友
の
会
会
長
ベ
ー
リ
・
ド
ウ
エ
ル
様
、
川

越
サ
ツ
マ
イ
モ
商
品
振
興
会
会
長
戸
田
周
一
様
、
三

芳
町
川
越
い
も
振
興
会
会
長
武
田
功
様
、
三
芳
町
甘

藷
同
好
会
顧
問
小
野
沢
栄
次
郎
様
、
撫
で
い
も
・
狛

犬
制
作
者
鋳
物
師
鈴
木
文
吾
様
、
紙
芝
居
制
作
者
渡

辺
弘
子
様
・
代
田
知
子
様
。

　

式
典
後
、
紙
芝
居
『
吉
田
弥
右
衛
門
物
語
』（『
と

め
の
い
も
の
は
じ
ま
り
』）、
上
富
囃
子
保
存
会
に
よ

る
お
囃
子
（『
富
の
丹
精
』）
の
奉
納
が
行
わ
れ
、
む

す
び
に
『
い
も
ど
っ
か
え
』
の
儀
式
に
よ
っ
て
す
べ

て
の
行
事
を
終
了
い
た
し
ま
し
た
。

　

祭
典
は
、
宵
闇
の
中
、
か
が
り
火
、
小
学
生
の
作

成
し
た
提
灯
、
そ
し
て
鎮
守
の
杉
木
立
を
ラ
イ
ト

ア
ッ
プ
し
た
わ
ず
か
の
照
明
の
中
、
厳
粛
幽
玄
の
う

ち
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
中
で
も
祭
祀
舞
の
奉
納
は
、

華
麗
さ
と
荘
重
さ
で
祭
儀
を
よ
り
一
層
盛
り
上
げ
て

平成１9年１月 （２）

　

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
氏

子
並
び
に
崇
敬
会
の
皆
様
に
は
、
健
や
か
に
新
し
い

年
を
お
迎
え
い
た
だ
い
た
も
の
と
お
慶
び
申
し
上
げ

ま
す
。

　

さ
て
、
昨
年
当
神
明
社
は
、
神
社
本
庁
よ
り
埼
玉

県
で
唯
一
「
第
十
一
期
神
社
振
興
対
策
教
化
モ
デ
ル

神
社
」
の
指
定
を
受
け
ま
し
た
。
そ
れ
を
受
け
て
早

速
、
崇
敬
会
、
婦
人
会
、
青
年
会
を
結
成
し
、
社
報

も
発
行
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

十
一
月
に
は
、
地
場
産
業
の
育
成
と
川
越
い
も
作

り
初
め
の
祖
で
あ
る
吉
田
弥
右
衛
門
さ
ん
の
顕
彰
を

兼
ね
て
、
境
内
社
に
お
祀
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
遷
座
祭
に
際
し
ま
し
て
は
大
変
大
勢
の
皆
様
方

に
ご
支
援
ご
協
力
い
た
だ
い
た
こ
と
に
心
よ
り
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
氏
子
の
皆
様
方
に
は
こ
う

し
た
事
業
に
赤
誠
の
ご
奉
賛
を
賜
り
ま
し
た
こ
と
心

よ
り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

特
に
今
回
の
事
業
に
対
し
て
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ

で
の
ニ
ュ
ー
ス
や
朝
日
、
産
経
、
埼
玉
新
聞
各
社
に

記
事
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
ら

た
め
て
周
囲
の
皆
様
の
高
い
関
心
に
驚
い
て
い
る
と

こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
指
定
期
間
は
ま
だ
二
年
間

残
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
少
し
で
も
社
頭
発
展
の

た
め
に
尽
力
さ
せ
て
い
た
だ
く
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す

の
で
、
本
年
も
皆
様
方
の
ご
指
導
ご
鞭
撻
を
宜
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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く
れ
、
参
列
者
も
大
き
な
感
動
を
持
っ
て
鑑
賞
し
て

い
ま
し
た
。

　

江
森
茂
代
先
生
（
埼
玉
県
神
社
庁
祭
祀
舞
講
師
）

に
は
、
前
回
に
続
き
遠
路
深
谷
よ
り
七
回
に
わ
た
っ

て
当
地
に
ご
指
導
に
お
越
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。
子

供
達
も
先
生
の
指
導
の
下
、
寒
い
拝
殿
に
て
懸
命
に

毎
夜
練
習
を
重
ね
、
素
晴
ら
し
い
舞
を
披
露
し
て
く

れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
紙
芝
居
『
吉
田
弥
右
衛
門
物
語
』
は
、
渡

辺
様
、
代
田
様
に
よ
っ
て
制
作
し
て
い
た
だ
い
た
も

の
で
す
が
、
川
越
い
も
の
作
り
初
め
に
つ
い
て
多
く

の
子
供
達
に
知
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
に
、
各
小
中
学

校
に
教
材
と
し
て
寄
贈
さ
せ
て
い
た
だ
く
予
定
で

す
。

　

上
富
囃
子
保
存
会
で
も
、
新
た
に
段
物
『
富
の
丹

精
』
を
創
作
し
て
い
た
だ
き
ご
奉
納
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
四
季
を
通
し
て
の
サ
ツ
マ
イ
モ
作
り
の
苦

労
と
喜
び
を
笑
い
の
中
に
物
語
化
し
た
も
の
で
、
一

つ
の
新
し
い
文
化
の
創
造
で
あ
り
、
今
後
機
会
が
あ

れ
ば
各
地
で
上
演
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま

す
。

　

ご
遷
座
に
あ
た
り
サ
ツ
マ
イ
モ
の
神
様
ら
し
く
、

社
殿
前
に
撫
で
い
も
、
サ
ツ
マ
イ
モ
を
抱
い
た
狛
犬

の
奉
納
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
制
作
は
、
東

京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
聖
火
台
を
作
ら
れ
た
鋳
物
師
鈴

木
文
吾
氏
の
監
修
に
よ
り
川
口
鋳
物
研
究
会
に
お
願

い
致
し
ま
し
た
。
鈴
木
文
吾
氏
の
お
父
さ
ん
は
上
野

の
西
郷
像
を
制
作
さ
れ
た
方
で
す
。
先
生
に
は
幾
た

び
か
当
神
明
社
に
足
を
お
運
び
い
た
だ
き
、
当
日
も

入
院
先
の
病
院
か
ら
抜
け
出
し
て
駆
け
つ
け
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　
『
い
も
ど
っ
か
え
（
い
も
取
り
替
え
）』
と
い
う
儀

式
は
、他
地
方
で
行
わ
れ
て
い
る
『
ナ
ス
ど
っ
か
え
』

と
い
う
行
事
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

夏
に
な
り
神
前
に
新
し
い
ナ
ス
を
奉
納
し
、
す
で
に

奉
納
し
て
あ
る
ナ
ス
と
取
り
替
え
て
持
ち
帰
り
、
家

族
そ
ろ
っ
て
そ
の
ナ
ス
を
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
の
夏
を
無
病
息
災
、
家
内
安
全
で
過
ご
せ
る

と
い
う
信
仰
に
基
づ
く
も
の
で
す
。

　

十
月
九
日
は
当
神
明
社
の
例
祭
日
で
あ
り
、
来
年

以
降
そ
の
近
辺
に
『
い
も
祭
り
』
を
斎
行
し
、
撫
で

い
も
を
撫
で
て
無
病
息
災
を
祈
念
し
て
い
た
だ
き
、

『
い
も
ど
っ
か
え
』
が
普
及
浸
透
し
て
い
く
こ
と
を

願
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
撫
で
い
も
の
台
座
の
社
号
銘
板
『
甘い

も藷

(1) 阿部総代会長を先導に参進

(2) 狛犬、なでいもの除幕

(3) 狛犬、なでいもの清祓い

(4) 降神後の祝詞奏上
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乃の
か
み神

』
は
、
現
埼
玉
県
神
社
庁
長
、
秩
父
神
社
宮
司

薗
田
稔
先
生
に
揮
毫
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。

先
生
は
、
東
京
大
学
、
京
都
大
学
、
國
學
院
大
學
で

教
鞭
を
執
ら
れ
た
世
界
的
に
著
名
な
神
道
、
宗
教
学

者
で
す
。
大
変
公
務
ご
多
忙
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

時
間
を
お
取
り
い
た
だ
き
、
そ
の
他
に
ご
神
酒
の
ラ

ベ
ル
の
『
富
乃
神
明
』
も
揮
毫
し
て
い
た
だ
き
、
そ

れ
ぞ
れ
掛
け
軸
に
さ
せ
て
い
た
き
当
社
の
ご
神
宝
に

さ
せ
て
い
た
だ
き
た
く
思
い
ま
す
。

　

大
勢
の
皆
様
の
ご
協
力
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
こ

の
度
の
遷
座
祭
が
盛
大
に
厳
粛
の
う
ち
に
行
え
ま
し

た
。
関
係
各
位
の
皆
様
方
に
心
よ
り
厚
く
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

　

祭
祀
舞
の
奉
納
を
し
て
い
た
だ
い
た
お
子
さ
ん
は

左
記
の
通
り
で
す
。（
敬
称
略
、
順
不
同
）

　

六
年
生
・
鈴
木
光
。

五
年
生
・
橘
里
菜
、
島

田
悠
喜
美
、新
井
玲
美
、

松
浦
葵
、早
川
千
芙
由
、

斉
藤
芙
美
、
加
羽
澤
光

甫
、
滝
本
裕
貴
、
林
小

百
合
。
四
年
生
・
井
田

絵
里
香
、
大
木
実
紀
、

瀬
島
か
ほ
、
飯
塚
香
寿

乃
、
小
山
理
奈
。
二
年

生
・
金
子
実
耶
花
、
林

優
衣
、
中
村
杏
奈
、
茂

木
彩
野
。
一
年
生
・
井

田
優
香（
以
上
二
十
名
）

　

(8) 朝日舞

(10) 浦安舞（扇）

(7) 豊栄舞

(5) かがり火の中での豊栄舞(9) 朝日舞

(6) 舞に見入る参列者



富の神明さま（５） 平成１9 年１月

(11) 浦安舞（鈴）

(12) 上富囃子保存会『富の丹精』

(17) 式典にて名誉宮司挨拶 (13) お囃子

(15) 収穫の喜び

(16) 巨大いもを荷車に乗せて

(14) サツマイモの苗植え(18) 来賓の皆様



富の神明さま （６）平成１9 年１月

収
穫
祭
行
わ
れ
る

　

十
月
九
日
（
月
）、
当
社
の
例

祭
日
に
収
穫
祭
を
斎
行
し
ま
し

た
。
吉
田
弥
右
衛
門
ご
遷
座
の
記

念
事
業
と
し
て
春
の
苗
植
え
祭
に

続
き
行
わ
れ
た
も
の
で
す
。
総
勢

百
五
十
名
の
親
子
の
皆
さ
ん
に
ご

参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

秋
晴
れ
の
中
、
家
族
そ
ろ
っ
て

芋
掘
り
を
し
た
後
、
そ
れ
ぞ
れ
が

掘
っ
た
サ
ツ
マ
イ
モ
を
神
前
に
お

供
え
し
、
感
謝
祭
を
執
り
行
い
ま

し
た
。
芋
掘
り
を
行
っ
た
ご
神
園

は
、苗
植
え
祭
の
時
に
祓
い
清
め
、

春
か
ら
収
穫
ま
で
神
様
に
お
守
り

い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
た
。

　

ご
神
園
で
収
穫
さ
れ
た
サ
ツ
マ
イ

モ
を
神
様
に
ご
奉
納
し
、
そ
の
サ
ツ

マ
イ
モ
で
芋
焼
酎
の
ご
神
酒
を
つ
く

る
計
画
で
す
。

　

祭
典
終
了
後
、
早
速
総
代
さ
ん
が

蔵
元
で
あ
る
福
島
県
の
笹
の
川
酒
造

ま
で
運
ん
で
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
出

来
上
が
り
は
五
月
か
ら
六
月
、
本
数

は
五
百
～
六
百
本
、
名
前
は
『
富
乃

神
明
』
と
名
付
け
さ
せ
て
い
た
だ
く

予
定
で
す
。

(21) 吉田浩明氏

(20) 鋳物師鈴木文吾氏

(19) 川越いも友の会会長ベーリ・ドｳエル氏

(22)
寒
い
中
、
吉
田
徹
四
郎
様
ご
夫
妻

に
も
遷
座
祭
に
ご
参
列
い
た
だ
き
ま

し
た
。
吉
田
家
の
ご
当
主
で
、
徹
四

郎
様
の
研
究
が
、
吉
田
弥
右
衛
門
さ

ん
の
功
績
の
発
見
に
つ
な
が
り
ま
し

た
。

家族そろって芋掘り

掘ったサツマイモの奉納

神前に感謝の玉串奉奠 笹の川酒造山口社長

一
月
十
三
日
（
土
）
午
後
七
時
よ
り

テ
レ
ビ
朝
日
『
鶴
瓶
の
ニ
ッ
ポ
ン
武

勇
伝
』
に
出
演
し
ま
す
！



富の神明さま（７） 平成１9 年１月

紙
芝
居
の
制
作
に
あ
た
っ
て

　

三
芳
町
の
図
書
館
に
は
、
サ
ツ
マ
イ
モ
に
つ
い
て
調

べ
に
来
る
人
が
大
勢
い
ま
す
。
「
引
っ
越
し
て
き
て
か

ら
人
に
よ
く
芋
を
贈
っ
て
い
る
の
だ
が
、
芋
と
三
芳
の

歴
史
を
知
り
た
い
」
と
言
う
初
老
の
男
性
。
宿
題
で

サ
ツ
マ
イ
モ
の
本
を
借
り
に
駆
け
込
ん
で
く
る
小
学
生

や
、
夏
休
み
の
研
究
課
題
に
す
る
中
高
生
…
。

　

で
す
か
ら
、
林
宮
司
さ
ん
に
「
私
た
ち
に
サ
ツ
マ
イ

モ
と
い
う
財
産
を
残
し
て
く
れ
た
吉
田
弥
右
衛
門
さ
ん

の
こ
と
を
、
一
人
で
も
多
く
の
人
に
知
っ
て
ほ
し
い
。

子
ど
も
に
も
わ
か
る
紙
芝
居
を
作
り
た
い
が
協
力
し
て

く
れ
な
い
か
？
」
と
い
う
話
を
い
た
だ
い
た
と
き
に
は

大
い
に
賛
同
し
、
館
長
と
相
談
の
上
、
図
書
館
事
業
と

し
て
協
力
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。

 
 

絵
は
、
絵
心
が
あ
り
紙
芝
居
に
も
詳
し
い
渡
辺
弘
子

さ
ん
（
三
芳
小
学
校
学
校
図
書
館
司
書
）
に
お
願
い
し
、

林
さ
ん
の
原
稿
を
も
と
に
私
が
紙
芝
居
用
に
整
え
る
こ

と
に
決
定
。
三
人
で
話
し
合
い
を
持
ち
な
が
ら
制
作
を

続
け
ま
し
た
。
芋
作
り
の
苦
労
や
生
産
の
喜
び
を
表
現

し
た
い
と
い
う
林
さ
ん
の
熱
い
思
い
が
反
映
さ
れ
た
い

い
紙
芝
居
に
な
っ
た
と
自
画
自
賛
し
て
い
ま
す
。

 
 

十
一
月
の
遷
座
祭
で
は
、
鎮
守
の
森
に
囲
ま
れ
た
夜

の
野
外
ス
ク
リ
ー
ン
上
映
で
、
こ
れ
は
素
晴
ら
し
い
と

大
感
動
。
で
も
、
紙
芝
居
の
素
朴
な
味
わ
い
も
い
い
も

の
で
す
。
ぜ
ひ
紙
芝
居
で
も
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

(23) サツマイモ汁を作る婦人会の皆さん(24) サツマ団子を作る三芳町甘藷同好会の皆さん

脚本担当：代田知子さん

画担当：渡辺弘子さん紙芝居『とめのいものはじまり（吉田弥右衛門物語）』

三
芳
町
立
中
央
図
書
館
司
書

　
　
　
　
　
　
　

代
田　

知
子



富の神明さま （８）平成１８年１０月

Ｑ
＆
Ａ

　
　
神
様
の
お
話

さ
し
の
ぼ
る
朝
日
の
ご
と
く
さ
は
や
か
に

　
　
　

も
た
ま
ほ
し
き
は
心
な
り
け
り　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
天
皇
御
製

　
　

空
高
く
昇
っ
て
い
く
朝
日
の
よ
う
に
、
い
つ
も

　
　

す
が
す
が
し
く
、
明
る
く
さ
わ
や
か
な
心
を
持

　
　

ち
た
い
も
の
で
す
。

　
《
今
日
の
言
葉
》

　
　
　
　
日
々
を
神
と
生
き
る

　

お
正
月
に
な
る
と
子
供
に
と
っ
て
う
れ
し
い
こ
と

は
お
年
玉
を
貰
う
こ
と
で
す
。
小
さ
い
頃
は
、
お
年

玉
と
は
十
円
玉
や
百
円
玉
の
こ
と
か
と
思
っ
た
り
し

ま
す
が
、
大
き
く
な
る
に
従
っ
て
、
新
年
の
贈
答
一

般
に
使
う
言
葉
だ
と
わ
か
っ
て
き
ま
す
。
で
は
、
な

ぜ
お
正
月
に
「
お
年
玉
」
と
い
う
の
か
。

　

正
月
と
は
、
年
の
始
め
に
歳
神
さ
ま
を
迎
え
家
族

そ
ろ
っ
て
祝
う
神
祭
り
で
す
。
こ
の
神
へ
の
供
え
物

は
丸
い
鏡
餅
を
重
ね
て
供
え
ま
す
。東
北
地
方
で
は
、

各
家
々
で
作
る
小
さ
な
丸
餅
を
「
年
玉
」
と
い
い
、

子
供
達
に
与
え
る
風
習
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
金

銭
に
な
っ
た
の
は
、
近
年
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で

あ
り
、
も
と
も
と
「
年
玉
」
と
は
歳
神
さ
ま
に
供
え

る
餅
で
あ
り
、
そ
の
お
下
が
り
を
頂
戴
す
る
こ
と
が

起
こ
り
で
す
。

　

こ
れ
を
雑
煮
と
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
り
、
神

様
の
恩
み
た
ま
の
ふ
ゆ

頼
を
得
て
一
年
を
無
事
に
過
ご
す
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
信
仰
で
す
。
だ
か
ら
歳
神
さ
ま
の
代
理

人
で
あ
る
一
族
の
長
老
や
両
親
な
ど
か
ら
お
年
玉
を

い
た
だ
く
習
慣
と
な
っ
た
の
で
す
。
歳
神
さ
ま
の
霊

力
に
ふ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
つ
が
な
く
新
年
を

迎
え
ら
れ
る
と
考
え
た
の
で
す
。

　

で
は
、
歳
神
さ
ま
と
は
ど
ん
な
神
な
の
で
し
ょ
う

か
。
一
般
的
に
常
盤
木
の
松
の
生
命
に
象
徴
さ
れ
る

神
で
す
。
正
月
に
門
松
を
立
て
る
の
は
そ
れ
に
由
来

し
ま
す
。
一
方
「
と
し
」
の
語
源
は
穀
物
、
と
く
に

稲
や
そ
の
実
り
を
意
味
し
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
古

代
の
日
本
人
が
漢
字
を
移
入
し
た
際
に「
稔
」に「
と

し
」「
み
の
る
」
と
い
う
訓
を
あ
て
た
こ
と
か
ら
も

容
易
に
う
な
ず
け
ま
す
。「
と
し
ご
（
乞
）
い
の
ま

つ
り
」
と
い
え
ば
、
春
に
稲
の
豊
作
を
祈
る
祭
り
の

こ
と
で
「
祈
念
祭
」
と
書
き
、
古
来
か
ら
最
も
大
切

な
祭
り
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
ま
た
歳
神

さ
ま
と
は
稲
の
神
、
稲
の
実
り
を
も
た
ら
す
神
と
も

い
い
、
日
本
で
は
稲
は
普
通
一
年
に
一
度
実
る
こ
と

か
ら
、
稲
の
実
り
を
意
味
し
た
「
と
し
」
が
一
年
の

単
位
を
示
す
言
葉
に
転
じ
て
い
っ
た
と
理
解
で
き
ま

す
。
だ
か
ら
「
お
年
玉
」
は
歳
神
さ
ま
の
霊
力
す
な

わ
ち
私
達
の
生
命
を
支
え
る
稲
の
力
に
ふ
れ
る
こ
と

で
、幸
福
を
得
る
と
い
う
信
仰
に
由
来
す
る
の
で
す
。

な
ぜ
お
正
月
に

　
　
　
　
「
お
年
玉
」
な
の
？

　

中
南
米
原
産
の
サ
ツ
マ
イ
モ
が
わ
が
国
に
伝
来

し
た
の
は
江
戸
時
代
の
初
め
で
、
ま
ず
沖
縄
本
島

に
入
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
九
州
に
伝
え
ら
れ
、
そ

こ
か
ら
少
し
ず
つ
北
上
し
て
江
戸
時
代
の
中
頃
に

は
関
東
で
も
作
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

サ
ツ
マ
イ
モ
ほ
ど
強
く
、
た
く
ま
し
い
作
物
は

あ
り
ま
せ
ん
。
干
ば
つ
や
台
風
、
病
虫
害
な
ど
で

他
の
作
物
が
全
滅
し
て
も
、い
も
が
で
き
ま
し
た
。

お
か
げ
で
そ
れ
を
作
る
よ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で

は
、
ど
れ
だ
け
多
く
の
人
た
ち
が
飢
え
死
に
し
な

い
で
す
ん
だ
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　

関
東
で
の
サ
ツ
マ
イ
モ
作
り
の
大
本
は
江
戸
の

学
者
、
青
木
昆
陽
先
生
で
、
そ
の
試
作
は
享
保

二
十
年
（
一
七
三
五
）
の
こ
と
で
し
た
。
そ
の
関

東
の
中
の
武
蔵
野
台
地
の
「
サ
ツ
マ
の
元
祖
」
は

南
永
井
村
の
名
主
だ
っ
た
吉
田
弥
右
衛
門
さ
ん

で
、
そ
の
試
作
は
寛
延
四
年
（
一
七
五
一
）
の
こ

と
で
し
た
。

　

こ
の
た
び
そ
の
お
二
人
が
三
富
富
岡
総
鎮
守
の

神
明
社
に
、
い
も
神
さ
ま
と
し
て
お
ま
つ
り
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
サ
ツ
マ
イ
モ
関
係
者
の

一
人
と
し
て
心
か
ら
喜
ん
で
い
ま
す
。

い
も
神
さ
ま
の
こ
と

川　

越

サ
ツ
マ
イ
モ
資
料
館

館　

長　

井
上　

浩


