
　

　

三
十
戸
し
か
な
い
集
落
で
、数
多

く
の
行
事
を
常
に
当
番
制
で
行
っ
て

き
ま
し
た
。時
に
は
年
間
に
数
種
類

地
域
の
紹
介

　

館
山
市
茂
名
は
、館
山
市
の
南

部
に
位
置
し
、海
に
囲
ま
れ
た
館

山
の
中
で
は
数
少
な
い
海
に
面

し
て
い
な
い
内
陸
部
に
あ
る
集

落
の
ひ
と
つ
で
す
。

の
当
番
が
重
複
し
て
回
っ
て
く
る
の
で
大
変
で
す
。

国
指
定
の
民
俗
文
化
財
な
ど
は
財
政
支
援
も
な
く
、

義
務
だ
け
が
重
く
の
し
か
か
っ
て
く
る
が
、里
芋
祭

り
を
は
じ
め
と
し
た
様
々
な
行
事
が
数
百
年
と
続

い
て
き
た
の
は
、こ
の
当
番
制
で
集
落
全
員
が
お
互

い
を
平
等
に
扱
う
村
の
し
く
み
の
お
か
げ
で
す
。昔

か
ら
続
い
て
き
た
こ
の
よ
う
な
し
く
み
は
他
に
あ
ま

り
類
を
見
な
い
、素
晴
ら
し
い
も
の
で
す
。

里芋祭り館山市茂名地区館山市茂名地区
も　な さと いも

里芋祭り国重要無形民俗文化財

　

一
般
的
に
は
世
襲
制
で
、資
産
家

の
家
が
継
ぐ
こ
と
が
多
い
名
主
も
、

茂
名
で
は
交
代
制
で
選
び
、地
区
の

役
も
カ
ミ
、ナ
カ
、シ
モ
の
三
地
区

の
輪
番
制
で
決
ま
る
民
主
主
義
の

見
本
の
よ
う
な
地
区
で
す
。

　

特
に
里
芋
祭
り
の
際
に
は
、地
域

外
に
出
て
行
っ
た
若
者
か
ら
親
戚

ま
で
が
戻
っ
て
く
る
な
ど
、祭
り
に

対
す
る
深
い
思
い
が
伺
わ
れ
ま
す
。

ま
た
、女
性
も
表
の
行
事
に
は
参
加

し
ま
せ
ん
が
、裏
方
で
大
い
に
活
躍

し
て
く
れ
て
い
ま
す
。

　

集
落
は
江
戸
時
代
か
ら
ほ

と
ん
ど
変
化
が
な
く
、様
々
な

伝
統
を
今
も
色
濃
く
受
け
継

い
で
い
る
由
緒
の
あ
る
土
地

柄
で
も
あ
り
ま
す
。

　

谷
間
の
集
落
の
た
め
農
地

は
少
な
い
な
が
ら
、山
の
斜
面

を
耕
し
て
作
ら
れ
た
畑
で
栽

培
さ
れ
た
作
物
は
味
が
良
い

と
さ
れ
、そ
れ
を
求
め
て
市
場

か
ら
直
接
買
い
付
け
に
く
る

ほ
ど
で
し
た
。

　

ま
た
茂
名
に
は
六
軒
様

（
ろ
っ
け
ん
さ
ま
）の
伝
承
が

　

茂
名
地
区
で
は
、一
年

を
通
じ
て
こ
と
あ
る
ご
と

に
集
落
内
の
人
々
が
集
ま

る
行
事
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

里
芋
祭
り
の
ほ
か
に

も
、稲
作
の
始
ま
り
と
終

わ
り
に
行
わ
れ
る
ヒ
マ

チ
、さ
ま
ざ
ま
な
オ
ビ

シ
ャ
、季
節
ご
と
の
オ
コ

モ
リ
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
昭
和
三
十
年
頃

地
域
の
自
慢

地
域
の
年
中
行
事
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あ
り
、茂
名
の
始
ま
り
は
６
軒
の

古
い
家
筋
に
よ
っ
て
開
か
れ
た

も
の
で
あ
る
と
さ
れ
、今
で
も
そ

の
家
筋
が
た
ど
れ
る
と
伝
え
て

い
ま
す
。ま

で
は
、子
供
達
で
行
う

虫
送
り
や
タ
ナ
ド
イ
、鉦
を
叩

き
、念
仏
と
共
に
大
数
珠
を
ま
わ
し
た

り
、子
供
達
に
団
子
を
ふ
る
ま
っ
た
り
す
る

十
夜
の
行
事
も
盛
ん
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
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