
を
取
り
去
り
、
残
っ
た
稲
の
茎
の
部
分
の
こ
と
を
稲
わ
ら

と
呼
び
ま
す
。

　

弥
生
時
代
に
稲
作
が
日
本
に
広
ま
っ
て
以
来
、「
わ
ら
」
は
そ

の
耐
久
性
か
ら
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
暮
ら
し
の
道
具
と
し
て
加
工

さ
れ
、
利
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
稲
作
の
機
械
化
が
進
み
、
材
料
と
な
る
「
わ
ら
」
の

量
も
減
少
し
、
代
わ
り
と
な
る
日
用
品
が
容
易
に
手
に
入
る
よ
う

に
な
る
と
、「
わ
ら
」
は
次
第
に
人
々
の
生
活
か
ら
姿
を
消
し
て

い
き
ま
し
た
。
現
在
で
は
日
常
生
活
の
中
で
ほ
と
ん
ど
触
れ
る
機

会
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
こ
こ
美
郷
町
に
お
い
て
も
同
様
で
す
。

籾

失
わ
れ
つ
つ
あ
る

　
　
「
わ
ら
」の
文
化

も
み
も
み

藁
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失
わ
れ
て
い
く「
わ
ら
」の
文
化
を
残
し
て
い
く
た
め
に
、美

郷
町
歴
史
民
俗
資
料
館
の
わ
ら
展
示
室
に
は
約
6
0
0
点
の
わ

ら
細
工
が
展
示
さ
れ
て
お
り
、
全
国
的
に
み
て
も
最
大
級
の
収

蔵
量
を
誇
っ
て
い
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
用
途
に
用
い
ら
れ
て
き

た
わ
ら
細
工
や
、
当
時
の
生
活
の
様
子
を
再
現
し
た
展
示
な
ど
、

先
人
の
知
恵
と
わ
ら
の
温
も
り
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
素
晴
ら
し
い
わ
ら
細
工
資
料
は
、
主
に
旧
千
畑
町

の
「
ふ
る
さ
と
懇
話

会
」
の
皆
さ
ん
が
収

集
し
た
も
の
を
、
当

時
の
郷
土
資
料
館
に

寄
贈
い
た
だ
い
た
も

の
で
す
。
そ
の
資
料

的
価
値
が
評
価
さ
れ
、

こ
と
し
３
月
、
わ
ら

細
工
3
8
4
点
と
制

作
用
具
37
点
が
、
県

有
形
民
俗
文
化
財
に

指
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

わ
ら
が
人
々
の
生
活
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
く
一
方
で
、
こ

の
わ
ら
文
化
を
残
し
て
い
こ
う
と
い
う
活
動
も
行
わ
れ
て
い

ま
す
。
こ
と
し
３
月
、
美
郷
町
に
伝
わ
る
わ
ら
細
工
の
技
術

や
文
化
を
後
世
に
伝
え
る
こ
と
を
目
的
に
、
町
内
外
の
有
志

に
よ
り
「
美
郷
わ
ら
の
会
」
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

美
郷
町
歴
史
民
俗
資
料
館

美
郷
わ
ら
の
会

　

本
堂
城
回
地
区
の
本
堂
城
跡
地
に
は
一
本
の
大
き
な
ケ
ヤ
キ

の
木
が
あ
り
、
こ
の
下
に
、
わ
ら
で
作
ら
れ
た
こ
れ
ま
た
大
き

な
人
形
が
寄
り
添
う
よ
う
に
佇
ん
で
い
ま
す
。

　

静
か
に
住
宅
地
の
方
向
を
に
ら
み
つ
け
る
こ
の
人
形
は
地
元

の
人
た
ち
か
ら
「
鍾
馗
さ
ま
」
と
呼
ば
れ
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

今
な
お
残
る
わ
ら
文
化
で
あ
る「
鍾
馗
さ
ま
」に
つ
い
て
、制
作

に
携
わ
り
続
け
て
き
た
進
藤
晃
成
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

鍾
馗
さ
ま

し
ょ
う

き

■歴史民俗資料館に展示されるわら細工■歴史民俗資料館に展示されるわら細工

■静かにたたずむ鍾
馗さま

■静かにたたずむ鍾
馗さま

■進藤晃成さん
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疫
病
を
追
い
払
う
神
様
と
も
い
わ

れ
て
い
て
、
怖
い
顔
を
し
て
、
悪
い
も

の
が
入
っ
て
こ
な
い
よ
う
に
に
ら
み
を

利
か
せ
て
い
ま
す
。
集
落
を
見
守
る

信
仰
の
対
象
で
す
。
か
つ
て
は
矢
島

川
の
ほ
と
り
に
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、

水
が
安
定
し
な
い
こ
と
か
ら
、
現
在

の
本
堂
城
跡
の
ケ
ヤ
キ
の
下
に
祀
る
こ

と
に
し
た
よ
う
で
す
。

　
い
つ
か
ら
の
風
習
な
の
か
は
不
明
で

す
が
、
１
８
０
０
年
代
に
菅
江
真
澄

が
本
堂
城
跡
を
訪
れ
た

記
録
が
著
書
の「
月
の

出
羽
路
」に
あ
り
ま
す
。

そ
こ
に
大
き
な
わ
ら
人

形
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

以
前
は
こ
の
辺
り
の
集
落
に
そ
れ
ぞ

れ
鍾
馗
さ
ま
が
作
ら
れ
て
い
ま
し
た

が
、
今
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
こ
の
地
区
で
も
昭
和
40
年
代
こ

ろ
か
ら
コ
ン
バ
イ
ン
の
導
入
な
ど
に
よ

り
、
稲
わ
ら
の
収
穫
が
難
し
く
な
り
、

制
作
を
中
断
し
て
い
ま
し
た
が
、
平

成
元
年
に
集
落
組
合
の
合
併
を
機
に

再
開
し
ま
し
た
。

　

毎
年
６
月
の
田
植
の
後
に
制
作
し

て
い
ま
す
。
材
料
と
な
る
わ
ら
は
、

前
の
年
の
稲
刈
り
の
際
に
代
表
が
保

管
し
て
い
ま
す
。
こ
の
時
の
わ
ら
は
、

鍾
馗
さ
ま
の
制
作
と
、
冬
の
天
筆
焼

Q
．鍾
馗
さ
ま
に
つ
い
て

Q
．歴
史
に
つ
い
て

Q
．制
作
に
つ
い
て

に
利
用
し
ま
す
。

　

大
き
な
体
で
す
の
で
、
材
料
の
わ

ら
は
80
束
に
も
な
り
ま
す
。（※

だ
い

た
い
親
指
と
中
指
で
つ
か
め
る
量
が
１

把
、
そ
れ
が
10
把
で
１
束
と
な
り
ま

す
）。
腕
を
作
る
人
、
足
を
作
る
人
な

ど
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
を
担
当
し
、
地

区
の
皆
が
総
出
で
制
作
す
る
と
半
日

程
度
で
完
成
し
ま
す
。

　

昔
は
、
こ
の
完
成
し
た
胴
体
を
集

落
の
若
い
衆
が
担
い
で
本
堂
城
跡
ま

で
運
ん
で
い
ま
し
た
。
鍾
馗
さ
ま
を

背
負
う
こ
と
で
一
人
前
と
認
め
ら
れ
、

妻
を
娶
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
時
代

も
あ
り
ま
し
た
。


