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鴨

居

の

ど

ん

ど

焼

藤

本
会
会
報
第

５
号

に
野
比
海
岸

で
行
わ
れ
た
ど
ん
ど
焼
二
例
と
歴
史
散
歩
の

会
会
報
第

３５
号

に
須
軽
谷
の
ど
ん
ど
碇
を
紹
介
し
ま
し
た
の
で
、

今
回
は
昭
和

六
十
年

一
月
十
五
日
に
行

わ
れ

た
鴨
居

の
ど
ん
ど
疑
を
ご
紹
介
し
ま
し

ょ
う
。

な
お
、

市
内

で
は
前
記
の
外
、

長
沢
の
入
と
に

久
里
浜
二
百
戸
宰
て
も
行

つ
れ
て

い
る
よ
う

で
す
。

約

五
十
人
位

の
参
加
者
か
集
ま
り
、

石
黒
幸
雄
先
生
つ
追
屯
，辞

・
小
二
月
の

行
事

・
子
供
組
等

の
説
明
が
あ
り
、

予
備
知
識
を
也
装
し
て

砕
ら
行
事
の
見
学

に
参
加
し
た
の
で
参
加
者
と
喜
ん
で
い
ま
し
た
。

私

な
地
元
の
小
松

さ
ん
に
お

話
を
き

い
た
の
で
そ
の
模
様
を
報
告
し
ま

す
。

日
　
　
昭
和
六
一
年

一
月
十
五
日

↑
も

者
　
　
小
松
三
長
　
年
齢

工↑
〓
二
義
　
鳩
唇
三
―
七
十
二

称
　
　
一ど

い
　
と

研
　
　
横
須
督
市
撮
居
　
字
宮
下

↑
よ
略
諄
社
下
う
海
岸
）

組
　
　
Ａ
「
は
な
い

者
　
　
八
曙
神
古
氏
子
会

（
九
町
内
―
協
方

・
北
方

・
宮
原

。
東

・

腰
般
丁

〓
一軒
谷

・
中
合

・
小
原
　
梅
山
）

宿

作

り

　

今
中を

し

材
料
集
め
　
　
正
月
七
主
す
ぎ

に
回
覧
を
廻
し
、

八
嗜
神
社
境

石
に
材
料
の

正
月
飾
り
等
を
集
め
る
。

当
日
持

っ
て
来
る
人

も
い
た
。

御
神
木
よ
、

前
の
日
曜
日
に
氏
子
の
農
家
の
山
か
ら
笹
等
と

★
い
と
組
み火

以

上
が
今
回
の
笥
き
と
り
調
査

で
す
が
、

鴨
居
の

「
さ
い
た
こ

ナ
）し
て
、

故

高
橋
本

一
元
横
須
貿
文
化
著
協
会
会
長

の
報
告
が

『
積
須
賀
市
博
物
館
研
究
報

生
只

人
文
科
学
）
第
３
号

（
一
九

五
九
年
二
月
二

十
日
発
行
こ

　
「十三
浦
半
島
民
俗

控
張
〇
」
に
あ
り
ま
す
の
で
併
せ
て
紹
介
し
ま
す
。

高
橋
先
生
の
は
文
童
で
書

か
れ
て
お
り
ま
す
が
、

私
の
調

べ
た
項
目
に
当
て
は
め
て
抜
き
書
き
し
ま
し
た
。

子

供

組
　
　
正
月
四
日
か
ら

「
さ
い
と
子
供
」
と
し
て
由
学

一
、

二
年
生
の

男
子
を
頭

に
小
学
生
男
子
の
子
供
ら
か
、

二
人
、

二
人
と
組

を

つ
く
り
、

思

い
思
い
に
手
分
け
し
て
、

各
戸

に
取
り
除

い

一
緒

に
頂

ｈヤ
て
く
る
。

氏
子
会
で
前
の
日
曜

日
公
■
宝
は

一
月
十
三
日
）
に
行

っ
た
。

高
さ
約
五
米

・
根
廻
し
約
四
米
半

別
に
と
ら
な

い
。

△
「
は
な

し
。

さ
い
と
の
廻
り
四
か
所
に
か
す
、

町
内
の
方
に
も
茶
碗
に
つ

い
で
差
し
上
げ
る
。

朝
八
時
に
宮
司

が
御
神
酒
と

さ
い
と
を
拝

み
、

神
社
か
ら
火

種
を
持

っ
て
来

て
、

ご
ど
う
縮
め
と
御
神
燈

（
町
内
会

長
が

竹
筒
の
由
‐
に
油
を
し
み
こ
ま

す
た
綿
を
入
れ
た
も
の
）
に
火

を
移
し
、

さ
い
と
に
火
を

つ
け
る
。

無
病
息
災

へ
風
邪

・
病
気

）
と
家
内
安
全
。

　
　
　
　
　
　
　
　
・

が

解

一
キ
訂

徘

浄

篭

ピ

ニ
、

二

人
が
餅
を
焼

い
て
い
た
の
み
で
あ
る
。

焼
け
ば

っ
く

い
を
拾
う
人
も
見
当
ら
な
か

っ
た
。

主 子 場 名 話 調

催 供      査

キ

夏

御 清  賛

神

唐 め 銭

餅 ふ 中 復 御

焼      呑 」

き れ 止 店 益
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材
料
集
め

六
い
と
組
み

の
準
備

（
祝
　
儀
）

（
悪
　
日
）

さ
い
と
組
み

た
飾
を
集
め
に
ま

わ
る
。

そ
し
て
、

こ
れ
を
海
岸

の

一
定
の
場
所
に
集
積
し
て
置
く
。

こ
れ
が
そ
の
年
の

「
さ
い
と

」
隻

き
の
第

一
歩
で
、

毎
日
の

よ
う
に
、

子
供
は
学
校

か
ら
情
る
と
実
め
あ
る
く
。

長

さ
十
メ
ー
ト
ル
余

も
あ
る
孟
宗
竹
の
先
瑞
に
、

赤

・
日

・
青

・
黄

・
紫
な
ど
の
色
紙
で
大
き
な
御
幣
を
作
り
、

十
三
日
の
夜

か
ら

「
さ
い
と
子
供
」
全
員
で
こ
れ
を
担

い
て
各
戸
を
廻
り
、

こ
れ
を
き
戸
に
入
れ
、

「
ゆ
わ
わ

っ
せ
、

つ

わ
わ

っ
せ
、

せ

（さ
）
い
と
の
神
を
ゆ
わ
わ

っ
＋
こ

ナ
）声
を
そ
ろ
え
て
さ
わ
ぎ

た
て
、

こ
の
御
幣
を
ゆ
す

っ
て
は
ど
わ
き
た
て
る
。

こ
れ
を

「
お
ん
べ
」
と
呼

ん
で
い
る
。

各
戸
で
は
祝
う
気
持
で
若
子

の
金
員
を
子
供
た
ち
の
頭
株
に
与
え
る
。

金
を
や
ら
な
け

れ

ば
い
つ
迄
も
さ
わ
ぎ

つ
づ
け
て
い
る
。

十
四
日
の
夕
や
み
迫
る
こ
ろ

（
最
近
は
大
人
の
手
す
き
の
時
）

子
供
た
ち
は
全
員
揃

っ
て

「
せ
い
と
組
ん
で
け
ら

っ
し

た
、

○
○
○
○

（
他
部
落
名
）
組
ん
だ
ぞ
、

お
ら

ほ
は
お
そ
い
ね
」

と
声
を
合
せ
て
ど
な
り
あ
る
く
。

そ
こ
で
大
人
た
ち

（
主
と
し
て
若
者
た
ち
）
が
浜

に
出
て
、

直

径
十
五
セ
ン
チ
ぐ
ら

い
の
生
松
を
技
葉
の
あ
る
ま
ま
中
心
と

し
て
立
て
、

こ
舟
ガ
・心
藤
と
し
て
劇
り
に
兵

つ
ら

れ
た
竹

・

松
を
は
じ
め
正
月
飾
り
の

一
切
を
ま
と

，
大
き
な
円
鐘
形
の

塔
を
作
う
あ
げ
、

例
の

一
な
ん
へ
」
存
ふ
‐
央
に
立
て
る
。

こ
の
塔
う
高
さ
十

メ
ー
ト
ル
以
上
も
あ
る
。

さ
て
、

こ
れ
が
出
来
上
る
と
、

数
年
前
ま
で
は
子
供
た
ち
が

裸
と
な
う
寒

中
海
に
飛
び
込
み
、

各
自
海
底
の
砂
を
手
に
、

先
ず
、

出
来
た

「
さ
い
と
」
に
ぶ
っ
つ
け
て

「
せ
い
と
が
よ
く

も
え
る
よ
う

に
」
と
真
剣
そ
の
も
の
に
祈
り
、

更
に
砂
を
手

に
裸
の
ま
ま
か
与
足
で
部
落
の
社

に
同
様
な
祈
り
を
捧
ず
、

持

っ
た
砂
を
社
前
に
置

い
て
帰
り
、

洗
場
に
飛
び
込
み
入
浴

す
る
。

（
現
在

ほ
行

わ
れ
て
い
な
い
。

）

点
火
準
備
　
　
入
浴
後
、

子
供
た
ち
は

一
応
帰
宅
し
て
仮
睡
す
る
。

夜
中
に

起
き
て

「
き
い
と
」
に
集
ま
り
点
火
の
準
備
に
か
か
る
。

（
し

か
し
準
備
す
る
こ
と
と
て
な
く
、

只
さ
わ
ぐ
ば
か
り
。

）

，か
　
　
れ
　
　
十
五
日
朝

五
時
頃
と
も
な
れ
ば
、

ま
た
子
供
ら
は
隊
を
組
み

「
せ
い
と
も

つ
け
て
け
い
ら

Ｐ
し
ぇ
、

○
○
○
○

（
他
部
落
名
）

も

つ
け
た
ぞ
、　

お
ら
ほ
は

お
そ
い
ぞ
」
ナ
）、
声
高
ら
か
に
朝

の
静
け
さ
を
破
り
な
か
ら
部
落
内
を
あ
る
き
ま
わ
る
。

点
　
　
火
　
　
クご

）
で
青
年
た
ち
は
、

浜
に
出
か
け
て
口
【ヽ
い
ナ
こ

に
点
火
す

る
。

た

ま
た
ま
子
供

た
ち
は
、

燃
え
終
ら
な
い
う
ち
に

一
ぢ

ん
ぢ
と
ば
ん
ば
と
も
ち
暁
き
こ
う
ら

っ
し

ぇ
」
と
、

ど
な
り

あ
る
く
。

あ
と
始
末
　
　
す

っ
か
り
燃
え
終
る
と
若
者
ほ
火
の
あ
と
始
末
、

子
供
た
ち
は

宿
と
呼
ぶ
家

（
年
々

適
当
の
家
に
依
頼

す
る
▼
に
集
ま
り
、

各

自
持
参
の
茶
碗
、

箸
な
ど
で
朝
食
を
共
に
し
て
解
散
す
る
。

こ

れ
で
四
日
以
来
の

「
さ
い
と
を
守
事
も
終
了
す
る

わ
け
で
あ
る
。

高
橋
先
生
が
お
調

べ
に
な

っ
た
特

よ
り
三
十
年
を
過
ぎ
ま
し
た
会
年

（
昭
和

六
十
年
）
、

「
さ
い
，″工

は
復
活
し
た
も

の
の
行
事
内
容

も
特
代
と
共
に
変

っ
て

来
ま
し
た
が
、

お
父
さ
ん
は
子
供

に
自
分

の
行

っ
て
来
た
行
事
内
容
を
伝
え
、

音
の
様
に
子
供
に
も
仕
事
を
】与
え
て
、

次
の
堀
居
を
守
る
者
者
に
な

っ
て
も
ら

っ
た
ら
、

も

っ
と
す
ば
ら
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
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