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第
六
章

民
俗

生
活

第
一
節

年
中
行
事

一
年
の
う
ち
で
、
毎
年
同
じ
時
期
に
同
じ
形
で
行
う
行
事
を
「
年
中
行
事
」
と

名
づ
け
て
い
る
。

昭
和
の
初
め
(
一
九
三
二
・
昭
和
七
年
)
上
海
事
変
が
起
き
、
続
い
て
十
二
年
日
中
戦
争
、
さ
ら
に
十
六
年
太
平
洋
戦
争
と
、
日
本
は
軍

国
主
義
国
家
と
し
て
、
国
民
は
す
べ
て
の
生
活
基
盤
を
国
体
護
持
の
た
め
に
左
右
さ
れ
て
、
掲
げ
句
の
果
て
は
敗
戦
と
い
う
大
き
な
転
換

期
に
遭
遇
し
、
祖
先
か
ら
伝
え
残
さ
れ
た
素
朴
な
民
俗
行
事
や
民
間
信
仰
を
、
一
時
期
ほ
と
ん
ど
失
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
少
な
く
と
も
こ

う
し
た
時
代
の
波
が
押
し
寄
せ
る
以
前
ま
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
そ
の
風
土
に
合
っ
た
生
活
慣
習
を
守
り
、
地
域
共
同
体
の
節
度
を

保
つ
大
き
な
目
安
と
し
て
、
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
年
中
行
事
と
し
て
慎
み
深
く
か
つ
楽
し
く
繰
り
返
し
て
い
た
。

し
か
し
、
戦
後
の
状
況
は
行
事
そ
の
も
の
を
す
べ
て
排
除
し
去
っ
て
、
全
く
新
し
い
も
の
に
転
換
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
、
こ
れ

が
国
民
生
活
の
中
で
活
気
を
失
っ
た
原
因
は
い
く
つ
も
あ
っ
て
、
ひ
と
つ
に
は
経
済
的
な
問

題
、
ま
た
ひ
と
つ
に
は
新
し
い
憲
法
で
信
仰

の
自
由
を
規
定
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
新
し
い
戦
後
の
生
活
様
式
が
一
八
〇
度
の
転
換
を
見
た
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
、
活
気
は
失
い
な
が

ら
も
国
民
感
情
の
底
流
に
は
、
祖
先
の
残
し
伝
え
た
も
の
へ
の
あ
こ
が
れ
は
息
づ
い
て
い
た
の
で
、
こ
ん
に
ち
な
お
日
々
の
生
活
の
節
目

と
し
て
、
伝
統
の
息
づ
き
は
絶
え
て
い
な
い
し
、
む
し
ろ
年
中
行
事
の
持
つ
心
は
多
少
変
わ
っ
て
は
い
て
も
、
行
事
そ
の
も
の
は
復
活
へ
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の
き
ざ
し
さ
え
見
せ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
日
本
人
が
生
活
の
節
目
と
し
て
、

年
中
行
事
を
つ
く
り
あ
げ
た
経
緯
に
は
、

神
(
祖
霊
)
を
中
心
と
し
て
日
々
の
営
み
を
保

つ
と
い
う
、

社
会
観
を
原
点
と
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

現
在
で
も
時
々
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
の
中
に
、
褻
(
け
)
と
晴
(
は
)
れ
と
い
う
の
が
あ
る
が
、
か
つ
て
村
々
の
氏
神
を
中
心
と
し
て

地
域
共
同
体
を
形
成
し
て
い
た
日
本
の
常
民
社
会
で
は
、
ケ
の
日
ハ
レ
の
日
の
け
じ
め
を
は
っ
き
り
と
区
分
し
て
三
百
六
十
五
日
を
生
き

て
き
た
も
の
で
あ
る
。

ケ
の
日
と
は
普
段
の
日
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
時
に
ケ
と
い
う
意
味
は
生
き
る
た
め
の
活
力
と
も
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
日

は
そ
の
活
力
を
消
耗
す
る
日
と
考
え
ら
れ
た
。
つ
ま
り
地
域
全
体
の
者
が
労
働
す
る
日
で
あ
る
。

労
働
の
条
件
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
働
き
易
く
か
つ
粗
末
な
、
い
わ
ゆ
る
褻
着
と
い
う
衣
服
、
一
般
で
い
う
仕
事
着
・
野
良
着
・
作
業

衣
と
い
わ
れ
る
部
類
の
も
の
を
着
て
、
食
物
も
あ
り
合
わ
せ
の
も
の
で
腹
を
満
た
し
て
専
念
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
「
朝
は
朝
星
夜

は
夜
星
」
の
例
え
に
あ
る
よ
う
に
、
暗
い
う
ち
に
起
き
て
仕
事
に
つ
き
、
暗
く
な
る
ま
で
働
く
苛
酷
な
労
働
が
続
き
、
衣
服
に
も
汗
や
油

が
し
み
つ
き
、
食
べ
も
の
も
粗
末
で
あ
る
と
、
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
体
力
が
衰
え
て
く
る
。
「
ケ
が
枯
れ
る
」
と
い
う
現
象
に
至
る

の
で
あ
る
。
「
穢
れ
」
と
い
う
の
は
こ
の
「
ケ
が
枯
れ
る
」
現
象
を
指
す
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
ま
ま
さ
ら
に
労
働
を
持
続
す
る
と
、

病

気
そ
し
て
死
を
招
く
こ
と
に
な
る
の
で
、
人
び
と
は
「
ケ
」
の
復
活
を
図
る
た
め
に
、
あ
る
特
定
の
時
期
を
定
め
て
「
ハ
レ
の
日
」
を
設

け
た
。

「
ハ
レ
」
と
は
特
別
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
持
つ
も
の
で
、
い
い
換
え
れ
ば
「
ケ
」
を
復
活
さ
せ
る
手
段
の
日
と
い
え
る
。
し
た
が
っ

て
こ
の
日
は
地
域
全
体
で
仕
事
を
休
み
、
「
ケ
着
」
の
代
わ
り
に
身
を
潔
め
て
「
ハ
レ
着
」
を
ま
と
い
、

特
別
の
料
理
(
カ
ワ
リ
モ
ノ
と
い

う
)
を
つ
く
っ
て
神
霊
(
祖
先
の
霊
)
を
招
き
、
こ
れ
に
供
え
る
と
同
時
に
神
霊
と
と
も
に
食
べ
る
。
い
わ
ゆ
る
神
人
共
食
を
行
っ
て
神
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の
持
つ
力
を
与
え
て
も
ら
お
う
と
し
た
。

神
か
ら
新
し
い
力
を
授
か
る
こ
と
で
、
「
ケ
」
の
復
活
が
得
ら
れ
る
と
信
じ
た
祖
先
た
ち
は
「
ハ
レ
の
日
」
こ
そ
祈
り
と
感
謝
の
日
と

観
念
し
、
い
ろ
い
ろ
の
形
で
行
事
を
つ
く
り
出
し
て
い
っ
た
。

年
中
行
事
の
原
点
は
こ
こ
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
意
味
を
ふ
ま
え
て
、
村
々
に
残
さ
れ
て
い
る
年
中
行
事
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
ま
こ
と
に
深
い
味
わ
い
が
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。

鳴
沢
村
の
年
中
行
事
も
、
正
月
や
盆
の
よ
う
な
全
国
的
な
行
事
は
当
然
で
あ
る
が
、
村
特
有
の
行
事
も
ま
だ
多
く
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
も
の
を
月
を
追
っ
て
考
察
し
て
み
た
い
。

鳴
沢
村
の
年
中
行
事

一月
一
日

家
々
で
は
家
族
が
朝
早
く
か
ら
若
水
を
汲
ん
で
身
を
潔
め
氏
神
に
新
年
の
あ
い
さ
つ
に
出
か
け
る
。
い
わ
ゆ
る
「
初
詣
」

を
し
て
、

晴
々
と
し
た
気
分
で
「
雑
煮
」
を
食
べ
る
。
雑
煮
と
は
文
字
に
示
す
と
お
り
、

前
夜
訪
れ
て
き
た
歳
神
(
と
し
が
み
)
に
供
え

た
料
理
(
節
料
理
)
を
オ
ジ
ャ
に
し
こ
れ
に
餅
を
入
れ
て
食
べ
る
こ
と
で
神
人
共
食
に
な
る
と
信
じ
た
元
旦
の
料
理
で
あ
る
。

朝
食
が
済
む
と
一
家
の
主
人
は
正
装
し
て
、
一
年
間
お
世
話
に
な
る
家
や
、
生
活
に
か
か
わ
り
の
あ
る
人
び
と
を
中
心
に
「
年
始
ま
わ

り
」
を
し
た
り
、
ま
た
年
始
に
く
る
人
び
と
の
応
待
に
あ
た
る
。

戦
前
ま
で
は
こ
の
儀
礼
は
極
め
て
重
要
な
こ
と
と
し
て
、

節
度
正
し
く
行
わ
れ
、
子
ど
も
た
ち
も
元
旦
に
は
晴
れ
着
を
着
て
学
校
で

行
わ
れ
る
「
新
年
拝
賀
式
」
に
参
加
し
て
「
年
の
始
め
の
た
め
し
と
て… …

･
･
･」
と
い
う
唱
歌
を
歌
い
、
校
長
先
生
か
ら
励
ま
し
の
言
葉
を

受
け
て
家
に
戻
り
、
父
親
か
ら
「
お
年
玉
」
を
も
ら
っ
て
、
北
風
の
吹
き
さ
ら
す
野
に
出
て
元
気
よ
く
遊
ん
だ
。
男
児
は
凧
揚
げ
、
コ
マ

す
ご
ろ
く

回
し
、
女
児
は
追
い
羽
根
つ
き
な
ど
が
戸
外
の
遊
び
で
、
家
の
中
で
は
「
カ
ル
タ
取
り
」
や
「
ど双
ね六
」
遊
び
に
興
じ
た
。
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現
在
で
は
こ
う
し
た
風
習
も
な
く
な
っ
て
い
る
。

二
日

区
長
以
下
区
の
役
員
が
そ
ろ
っ
て
氏
神
詣
り
を
す
る
日
と
な
っ
て
い
る
。
村
人
の
代
表
と
し
て
こ
の
村
に
新
し
い
年
の
新
し
い

幸
せ
を
願
う

意
味
で
あ
る
。

(
鳴
沢
村
で
は
「
歳
神
様
」
の
来
る
日
時
は
卯
の
日
の
卯
の
刻
で
、
帰
る
日
は
そ
の
つ
ぎ
の
卯
の
日
卯
の
刻
で
あ
る
と
し
、
こ
の
間
毎
日
ご
馳

走
を
欠
か
さ
な
い
よ
う
に
努
め
た
。
(
現
在
で
は
十
二
月
三
十
一
日
の
夕
方
に
訪
れ
て
一
月
七
日
に
山
に
帰
る
と
さ
れ
て
い
る
)
村
人
は
歳
神
様
の

滞
在
が
長
す
ぎ
て
も
、
短
す
ぎ
て
も
凶
作
の
兆
し
だ
と
し
て
、
神
様
の
発
つ
時
期
を
常
に
気
配
り
し
て
、
卯
の
日
を
見
落
と
さ
な
い
よ
う
に
努
め
、

そ
の
前
夜
に
な
る
と
「
洗
米」

(
お
せ
ん
ま
い
)、

塩
・
水
を
歳
神
棚
に
供
え
、
翌
朝
は
早
く
か
ら
起
き
て
水
を
く
み
庭
に
出
て
南
側
を
向
き
柄
の
つ

い
た
杓

(し
ゃ
く
)
で
肩
越
し
に
屋
根
に
か
け
る
と
い
う
こ
と
を
し
た
。

ま
た
、
農
耕
用
の
馬
(
裸
馬
で
)
観
音
堂
の
前
に
い
き
馬
の
健
康
を
祈
願
し
た
あ
と
、
絵
馬
を
奉
納
す
る
習
慣
も
あ
っ
た
(
こ
の
絵
馬
は
現
在
も

堂
内
に
残
っ
て
い
る
) 。

四
日

「
お
寺
の
お
年
始
」
と
い
う
行
事
が
行
わ
れ
た
。
通
玄
寺
で
は
住
職
が
「
つ
け
木
」
を
担
っ
た
供
の
者
を
連
れ
て
檀
家
を
回

り
、

戸
口
で
供
の
者
が
「
た
の
も
う
」
と
大
声
を
あ
げ
る
と
、

家
の
主
人
が
出
迎
え
て
「
お
札
(
ふ
だ
)
」
と
「
つ
け
木
」
を
受
け
、

い
く

ら
か
の
布
施
を
し
、
ま
た
蓮
華
寺
で
は
住
職
が
檀
家
の
あ
が
り
は
な
で
お
経
を
あ
げ
て
回
る
習
慣
で
あ
っ
た
。

七
日

七
草
行
事
と
し
て
こ
の
日
の
朝
各
家
で
は
七
種
の
野
菜
に
小
豆
を
入
れ
た
粥
(
七
日
が
ゆ
)
を
炊
き
神
棚
に
供
え
た
あ
と

家
族

で
食
べ
て

神
人
共
食
を
す
る
。

こ
の
日
歳
神
が
山
に
帰
る
た
め
腹
ご
た
え
し
す
ぎ
な
い
よ
う
に
軽
く
て
栄
養
の
あ
る
、
し
か
も
美
味
な
も
の
を
神
様
に
供
え
て
送
り
出

す
と
い
う
、
人
び
と
の
心
尽
く
し
が
粥
と
い
う
食
べ
も
の
を
作
ら
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
一
説
に
は
生
鮮
野
菜
の
少
な
い
時
季
の
保
健
食

で
あ
る
。
と
も
い
わ
れ
て
い
る
が
、
前
段
の
歳
神
送
り
の
行
事
食
と
す
る
考
え
の
方
が
妥
当
で
あ
る
。

十
一
日
「
蔵
開
き
」
(
く
ら
び
き
)
歳
神
が
山
へ
帰
っ
た
あ
と
、

農
家
で
は
い
よ
い
よ
春
の
農
作
業
を
開
始
す
る
準

備
に
か
か
る
(
現
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在
の
太
陽
暦
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
ま
だ
農
作
業
の
準
備
は
早
い
が
、
旧
暦
で
は
三
月
下
旬
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
ろ
準
備
は
始
ま
っ
て
い
て
よ
い
)
。

準
備
は
ま
ず
前
年
の
暮
に
作
業
終
わ
り
を
し
て
、
世
話
に
な
っ
た
農
具
に
感
謝
し
な
が
ら
、
き
れ
い
に
洗
い
清
め
て

蔵
(
農
具
置
場
な
ど
)

に
収
め
た
も
の
を
、
こ
の
日
は
じ
め
て
蔵
か
ら
出
し
て
、
農
作
業
開
始
の
た
め
の
祈
り
を
捧
げ
る
。

こ
の
日
歳
神
様
に
供
え
た
「
供
え
餅
」
を
食
べ
る
の
は
、
歳
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
新
し
い
力
を
心
身
に
注
ぎ
込
み
、
元
気
で
働
け
る
こ

と
を
祈
願
す
る
意
味
で
あ
る
(
神
人
共
食
で
力
を
得
る
こ
と

) 。

伊
勢

度
會

郡
山
田

明
治
二
年
つ
ち
のと

の
と こ
ろ
天玉
係
主三
角
元
暦

縮
九
三
五
十
五
日

十
四
～
十
六
日

小
正
月
行
事
が
行
わ
れ
る
。
土
地
で
は
「
十
四
日
正
月
」

大 K
き Aい S

こ
Iと N
の G方 R

舗
の

.太

Y陽

H
PJ M

う
こ
ja

uう
n
の o
が k

あ
と
呼
ん
で
い
る
が
、
こ
の
三
日
間
を
「
小
正
月
」
と
い
う
の
は
、
現
在
行
わ
れ

a
s
to

て
い
る
一
月
一
日
か
ら
の
正
月
を
「
大
正
月
」
と

呼
ぶ
た
め
、
こ
れ
に
対
し
て

か

ぶ

み

H さ
い
ゆ
うk
さ
る
の方

こ
の
時
期
の
も
の
を
「
小
正
月
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

UJu
to

-
6
4
0

M
S

OPSUさ
いち

さ
の
方

Ms
の

日
本
で
太
陽
暦
(
現
在
の
暦
)
を
採
用
し
た
の
は
明
治
六
年
か
ら
で
、
そ
れ

emu
ä
n
a
t
o
I

正
月
大

津
丙寅

以
前
は
大
陰
太
陽
暦
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
以
前
は
月
の
満
ち
欠
け
で
つ
く
っ

一
日

の
三
日

の
上
の

IN
-
O

た
暦
に
生
活
の
基
準
を
置
い
て
い
た
。

こ
の
暦
に
よ
る
と
月
が
真
ん
丸
く
な
る
十
五
夜
を
月
の
始
め
と
し
、
一
年
の

う
ち
の
最
初
に
迎
え
る
十
五
夜
を
年
の
始
め
と
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
一
月

十
五
日
は
遠
い
昔
の
元
旦
で
あ
っ
た

。
M
A
N
G
HU

R

L
a
t
e
s
t
on
e

こ
の
日
明
る
い
月
の
光
で
歳
神
様
が
山
か
ら
降
っ
て
く
る
と
信
じ
て
、
祖
先

ふ
迎
え
る

Lo
v
e

た
ち
は
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
で
神
迎
え
を
し
た
。
十
四
日
の
夜
ド
ン
ド
焼
き
を
し

ay
a K

E
Z

R

て
十
四
日
正
月
と
い
う
の
は
、
こ
の
当
時
の
一
日
の
区
切
り
が
夕
方
か
ら
翌
日
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の
夕
方
ま
で
と
さ
れ
て
い
た
の
で
十
四
日
の
夕
方
は
す
で
に
十
五
日
の
分
に
計
算
さ
れ
て
い
た
の
で
、
歳
神
様
が
降
臨
す
る
時
と
考
え
、

村
人
は
こ
ぞ
っ
て
道
祖
神
場
へ
行
き
、
迎
え
火
を
た
い
て
心
か
ら
神
降
臨
を
よ
ろ
こ
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
ド
ン
ド
焼
き
の
「
ド
ン
ド
」
と

は
、
尊
い
神
様
を
お
迎
え
す
る
よ
ろ
こ
び
の
声
で
あ
る
「
尊
や
尊
」
の

「と
う
と
」
か
ら
き
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。

小
正
月
を
迎
え
る
準
備
は
七
日
過
ぎ
か
ら
始
ま
る
。
一
家
の
中
心
と
な
る
も
の
か
、
男
の
子
が
山
に
行
き
餅
花

(
丸
ダ
ン
ゴ
)
や
ま
ゆ

玉
を
差
す
の
に
適
当
な
木
を
切
っ
て
き
て
用
意
を
し
、
十
三
日
に
な
る
と
老
姿
や
主
婦
の
手
で
、
ま
ん
じ
ゅ
う
づ
く
り
が
行
わ
れ
る
。

材

料
に
は
ソ
バ
・
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
・
小
麦
・
ヒ
エ
・
米
な
ど
の
粉
で
ま
た
あ
ん
に
す
る
小
豆
や
十
六
豆
が
用
意
さ
れ
、
こ
れ
で
大
き
な
ま
ん

じ
ゅ
う
を
つ
く
り
、
大
家
・
親
分
・
嫁
の
実
家
な
ど
に
配
る

。

十
四
日
に
は
米
や
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
粉
で
丸
ダ
ン
ゴ
や
ま
ゆ
玉
を
つ
く
り
、
山
か
ら
切
っ
て
き
た
木
に
差
し
て
歳
神
様
を
祀
っ
た
部
屋

に
飾
る
。
丸
ダ
ン
ゴ
や
ま
ゆ
玉
の
ほ
か
木
の
枝
に
は
「
お
宝
」
と
呼
ぶ
も
の
や
み
か
ん
も
差
し
て
華
や
ぎ
を
加
え
る

。

家
に
よ
っ
て
は
部
屋
の
半
分
を
占
め
る
ほ
ど
の
、
大
き
な
飾
り
を
つ
く
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
こ
の
晩
そ
ば
や
う
ど
ん
を
作
っ
て
食
べ

る
こ
と
を
「
糸
口
」
と
い
っ
た
。

丸
ダ
ン
ゴ
は
こ
れ
を
神
様
に
見
せ
て
「
こ
の
よ
う
に
た
く
さ
ん
稲
の
花
が
咲
く
よ
う
に
」
と
祈
る
呪
術
( じ
ゅ
じ
ゅ
つ
)
で
あ
り
、
ま
ゆ

玉
も
ま
た
「
ま
ゆ
を
こ
の
よ
う
に
た
く
さ
ん
に
!
」
と
願
う
予
祝
(
よ
し
ゅ
う
)
で
あ
る
。

ダ
ン
ゴ
や
ま
ゆ
玉
は
こ
の
夜
行
わ
れ
る
ド
ン
ド
焼
き
に
正
月
飾
り
と
い
っ
し
ょ
に
持
っ
て
い
っ
て
飾
り
の
方
は
火
に
投
げ
入
れ
、
ダ
ン

ゴ
や
ま
ゆ
玉
は
そ
の
火
で
あ
ぶ
っ
て
食
べ
た
。

ド
ン
ド
の
火
に
あ
た
る
と
達
者
に
な
り
、
火
で
あ
ぶ
っ
た
ダ
ン
ゴ
や
ま
ゆ
玉
を
食
べ
る
と
、
虫
歯
に
な
ら
な
い
と
い
い
、
ま
た
ド
ン
ド

の
火
に
投
げ
入
れ
た
書
き
初
め
が
空
高
く
揚
が
る
と
、
字
が
上
達
す
る
な
ど
と
い
わ
れ
て
い
た
。
十
五
日
に
は
村
の
若
い
衆
の
獅
子
舞
が

行
わ
れ
た
。
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十
六
日
に
は
家
々
で
お
墓
参
り
を
し
た
。
お
寺
に
は
地
獄
極
楽
の
絵
が
飾
っ
て
あ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
は
こ
れ
を
見
る
と
恐
ろ
し
く
な

っ
て
、

嘘
を
つ
か
な
く
な
る
と
い
わ
れ
た
。

り
ゅ
う
そ
こ

十
七
日
は
山
の
神
祭
り
で
あ
る
。
ち龍
爪

ま講 う
と
い
っ
て
山
林
関
係
者
が
集
ま
っ
て
、
山
の
神
に
今
年
一
年
の
無
事
を
祈
っ
た
。
こ
の
日
大

田
和
地
区
で
は
三
浦
講
と
い
う
、
こ
の
村
の
三
浦
姓
の
者
が
集
ま
る
日
待
ち
が
行
わ
れ
た
。

た
い
し

こ
う

十
九
日
は
太
〈 子 れ
影講
と
い
っ
て
建
築
関
係
者
の
祭
り
が
行
わ
れ
た
。

職
人
の
守
り
神
と
さ
れ
て
い
る
聖
徳
太
子
に
、

今
年
一
年
の
繁
栄
を

祈
る
祭
り
で
あ
る
。

二
十
日
は
商
業
関
係
者
の
集
る
恵
比
寿
祭
り
大
黒
祭
り
が
行
わ
れ
た
。

二
十
四
日
は
大
六
天
・
愛
宕
神
社
の
愛
宕
講
が
行
わ
れ
た
。
愛
宕
神
は
地
域
の
西
北
を
守
護
す
る
神
と
さ
れ
、

各
地
で
厚
い
信
仰
を
得

て
い
る
。

二
十
五
日
は
習
字
の
手
が
あ
が
る
よ
う
に
、
子
ど
も
た
ち
は
天
神
社
に
習
字
を
供
え
て
祈
願
す
る
日
で
あ
る
。
大
田
和
で
は
一
家
衆

(い
っ
け
し
ゅ
う
)
の
お
日
待
ち
と
し
て
天
神
講
を
催
す
。

二
月

三
日
ま
た
は
四
日
は
節
分
で
あ
る
。
一
年
を
二
十
四
日
の
節
気

(
二
十
四
節
気
)
に
分
け
て
生
活
の
節
目
と
し
た
時
代
、
春
の

初
ま
り
は
「
立
春
」
こ
れ
か
ら
一
節
気
を
十
五
日
ま
た
は
十
六
日
と
し
て
、
ひ
と
回
り
し
た
最
後
の
節
気
が
「
大
寒
」
で
あ
る
。
つ
ま
り

大
寒
は
文
字
の
通
り
一
年
で
最
も
寒
い
時
期
の
最
終
(
冬
の
お
わ
り
)
に
当
た
り
、
つ
ぎ
に
く
る
立
春
に
人
び
と
は
大
き
な
期
待
を
か
け

る
。
節
分
と
は
冬
の
節
か
ら
春
の
節
に
入
る
中
間
の
日
で
、
冬
と
春
を
分
け
る
日
で
あ
る
か
ら
「
節
分
」
と
い
う
。

こ
の
夜
、
家
々
で
は
ご
馳
走
を
食
べ
た
あ
と
、
主
人
の
使
っ
た
箸
を
割
り
、
残
し
て
お
い
た
イ
ワ
シ
の
頭
と
尾
を
こ
れ
に
は
さ
ん
で
、

つ
ぼ

ひ
じ
か

(
イ
ロ
リ
)
の
隅
に
挿
し
、
一
家
の
主
婦
が
「
鳥
の
口
焼
き
候
」
と
い
い
な
が
ら
ペ
ッ
ペ
ッ
と
唾
を
吐
き
か
け
る
。
続
い
て
ほ
か

の
者
が
農
作
物
を
荒
ら
す
生
き
も
の
の
名
を
唱
え
て
同
じ
こ
と
を
す
る
。
こ
れ
は
日
常
生
産
の
害
を
す
る
鳥
や
虫
や
け
だ
も
の
の
口
封
じ
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を
す
る
呪
術
だ
と
信
じ
て
い
た
。

本
来
は
ヤ
イ
カ
ガ
シ
と
い
っ
て
強
い
臭
い
を
放
っ
て
家
の
中
や
人
々
の
心
の
中
に
あ
る
邪
気
を
払
う
呪
術
で
あ
っ
た
。

焼
い
て
唾
を
か
け
呪
文
を
唱
え
た
あ
と
の
イ
ワ
シ
の
頭
は
、
そ
の
あ
と
戸
口
の
と
こ
ろ
へ
差
し
、
外
か
ら
く
る
邪
気
を
追
い
払
う
呪
い

と
し
た
。

つ
ぎ
に
豆
ま
き
用
の
大
豆
を
い
る
用
意
を
す
る
。
そ
の
年
の
明
き
の
方
向
か
ら
採
っ
て
き
た
ヘ
ダ
の
枝
と
、
秋
に
大
豆
を
収
穫
し
た
と

き
取
っ
て
お
い
た
カ
ラ
を
燃
料
に
し
て
、

大
き
な
ホ
ウ
ロ
ク
で
大
豆
を
煎
る
。
燃
料

はバ
チ
バ
チ
と
景
気
の
よ
い
音
を
立

て 、
ま
わ
り
に

集
ま
っ
た
子
ど
も
た
ち
が

「
じ
え
ね
か
ね
降
り
込
め
化
け
も
の
出
ろ
や
れ
」
と
は
や
し
立
て
る
。
「
じ
え
ね
か
ね
」
と
は
「
銭
金
」
の
こ

と
、
「
化
け
物
」
は
「
邪
気
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
「
福
は
内
鬼
は
外
」
と
同
意
で
あ
る
。

こ
の
間
主
婦
は
洗
わ
な
い
ま
ま
の
飯
杓
子
で
、
ホ
ウ
ロ
ク
の
中
の
大
豆
を
煎
り
あ
げ
る
。
大
豆
に
限
ら
ず
穀
物
の
中
に
は
「
穀
霊
」
が

宿
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
霊
力
で
悪
魔
(
邪
気
)
を
払
い
福
を
招
こ
う
と
す
る
こ
れ
も
呪
術
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
大
豆
が
煎
り
あ
が
る
と

一
家
の
主
人
が
、
そ
の
中
か
ら
十
二
粒
の
大
豆
を
拾
い
あ
げ
、
ヒ
ジ
ロ
の
灰
の
中
へ
埋
め
、
後
に
取
り
出
し
て
こ
げ
具
合
を
見
て
、
月
ご

と
の
天
候
を
占
う
家
も
あ
っ
た
。

煎
り
あ
げ
た
た
く
さ
ん
の
大
豆
は
、
主
人
や
子
ど
も
た
ち
が
大
声
を
あ
げ
て
家
の
中
に
ま
き
散
ら
す
。
「
福
は
う
ち
鬼
は
そ
と

」と
家
々

に
響
き
わ
た
る
声
は
、
そ
の
ま
ま
春
を
呼
ぶ
声
と
な
っ
て
地
域
の
隅
々
ま
で
広
が
り
「
こ
ん
な
に
元
気
な
人
び
と
の
い
る
地
域
に
は
安
心

し
て
い
ら
れ
な
い
」
と
邪
気
が
逃
げ
去
っ
て
い
く
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
節
分
行
事
の
古
い
習
慣
は
次
第
に
な
く
な
っ
て
い
く
が
、
豆
ま

き
だ
け
は
今
も
残
っ
て
い
る
。

ほ
こ
ら

八
日

は
お
薬
師
様
の
日
で
あ
る
。
こ
の
日
子
ど
も
た
ち
は
火
を
つ
け
た
ロ
ウ
ソ
ク
を
持
っ
て
、
村
の
薬
師
様
の
祠
に
お
参
り
し
、
目

の
病
に
か
か
ら
ぬ
よ
う
祈
願
す
る
。
ロ
ウ
ソ
ク
は
薬
師
様
に
供
え
た
ま
ま
帰
っ
て
く
る
。
お
参
り
に
行
く
と
き
道
々
で
「
お
薬
師
様
い
参
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ら
っ
し
ゃ
い
。
ロ
ウ
ソ
ク
持
っ
て
こ
お
」
と
大
声
で
唱
え
て
歩
い
た
。

こ
の
日
の
夕
方
ど
こ
の
家
で
も
戸
口
に
目
籠
を
つ
る
し
た
。
親
た
ち
は
目

籠
を
つ
る
す
意
味
を
「
よ
た
っ
こ
お
し
れ
ば
、
一
つ
ま
な
く

の
大
入
道
が
来
て
帳
面
に
つ
け
て
い
く
」
と
教
え
、
目
籠
は
そ
の
こ
わ
い
大
入
道
が
こ
れ
を
見
て
、
い
く
つ
も
目
の
あ
る
も
の
を
こ
わ
が

る
の
で
つ
る
す
の
だ
と
、

説
明
し
た
。

「よ
た
」
と
い
う
の
は
「
悪
さ
」
と
い
う
こ
と
「
一
つ
ま
な
く
」
は
「
一
つ
ま
な
こ
」
の
こ
と
で
あ
る
。
「
悪
さ
を
す
れ
ば
一
ツ
目
の
大

入
道
が
来
て
、

帳
面
に
つ
け
て
お
い
て
、
あ
と
で
ひ
ど
い
目
に
遭
わ
さ
れ
る
ぞ
」
と
い
っ
た
素
朴
な
家
庭
教
育
で
あ
っ
た
。

ま
た
「
履
物
を
外
へ
置
く
と
一
つ
ま
な
く
が
来
て
判
を
押
す
。
そ
れ
を
履
く
と
病
気
に
な
る
」
と
も
い
い
、
子
ど
も
た
ち
に
キ
チ
ッ
と

し
た
履
物
の
始
末
を
教
え
た
。
大
人
た
ち
の
間
に
は
こ
の
日
「
旅
を
す
る
と
よ
く
な
い
」
と
の
俗
信
が
あ
っ
た
。

J
A
A
M

同
じ
日
「
か
あ
び
た
り
」

(川
浸
た
り
)の
行
事
も
あ
っ
た
。
十
二
月
八
日
に
も
「
か
あ
び
た
り
」
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
は
「
事
八
日
」

と
い
わ
れ
る
全
国
的
に
残
さ
れ
て
い
た
年
中
行
事
と
の
関
係
が
深
い
。
「
事
八
日
」
は
一
般
的
に
一
年
の
う
ち
の
「
事
始
め
」
の
起
点
と

終
点
を
意
味
す
る
行
事
で
、
江
戸
時
代
の
中
ご
ろ
か
ら
常
民
の
家
庭
で
は
、
二
月
八
日
か
ら
十
二
月
八
日
ま
で
を
針
仕
事
の
期
間
と
解
釈

し
て
い
た
。
つ
ま
り
主
婦
お
よ
び
一
家
の
女
性
が
、
針
仕
事
を
始
め
る
時
が
二
月
八
日
で
あ
り
、
終
う
と
き
が
十
二
月
八
日
と
な
っ
て
、

こ
の
両
日
に
は
針
に
感
謝
す
る
「
針
供
養
」
の
行
事
を
行
っ
て
い
た
。

鳴
沢
村
で
は
一
年
中
農
作
業
に
従
事
す
る
馬
の
労
を
ね
ぎ
ら
う
行
事
と
な
っ
て
い
る
が
、
や
は
り
「
針
供
養
」
と
同
じ
「
事
始
め
」

「
事
終
い
」
の
意
味
を
馬
を
対
象
に
行
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
日
「
か
あ
び
た
り
餅
」
を
つ
い
て
食
べ
た
り
、
馬
に
は
食
べ
よ
い

よ
う
に
こ
ぬ
か
を
混
ぜ
て
食
べ
さ
せ
た
と
い
う
。

こ
の
行
事
を
「
か
あ
び
た
り
」
と
呼
ん
で
い
る
の
は
、
む
か
し
一
年
の
雇
傭
契
約
を
す
る
際
に
、

雇
わ
れ
人
が
川
に
入
っ
て
身
心
を
潔

め
て
年
期
契
約
を
し
た
こ
と
と
、
も
う
ひ
と
つ
い
ず
れ
も
寒
い
時
期

(
二
月
と
十
二
月
)
に
、
冷
た
い
川
に
入
っ
て

“
こ
と
し
も
こ
の
よ
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う
に
辛
棒
し
ま
す
!
と
決
意
を
示
し
た
習
慣
が
あ
っ
た
こ
と
の
名
残
り
で
あ
っ
た
。

二
十
八
日
は
「
お
水
神
待
ち
」
の
日
で
あ
る
。
昭
和
二
十
八
年
に
簡
易
水
道
が
完
成
す
る
ま
で
、

毎
年
行
わ
れ
た
行
事
で
、

村
内
に
数

く
い

ヵ
所
設
け
ら
れ
て
い
た
貯
水
槽
(
村
で
は
水
道
と
呼
ん
だ
)
の
蓋
の
上
に
、

輪
切
り
に
し
た
大
根
を
置
き
、
そ
れ
に
御
幣
を
挿
し
て
水
神
様

に
感
謝
を
捧
げ
た
。

当
時
村
の
主
婦
た
ち
は
村
の
貯
水
槽
か
ら
水
を
汲
ん
で
、

家
に
備
え
て
あ
る
水
槽
(
ふ
ね
)
に
運
ぶ
の
が
日
課
で
あ
っ
た
。
天
び
ん
棒

の
両
端
に
桶
を
つ
け
て
、
家
の
ふ
ね
に
い
っ
ぱ
い
に
な
る
ま
で
何
回
も
水
の
運
搬
を
し
た
。
村
の
貯
水
槽
ま
で
の
距
離
が
遠
い
家
で
は

、

か
な
り
の
重
労
働
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

三
月

三
日
は
「
ひ
な
祭
り
」
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
も
現
在
は
ひ
と
月
遅
れ
の
四
月
三
日
で
行
っ
て
い
る
。
女
の
子

(
女
児
)
の
い

る
家
で
は
座
敷
に
ひ
な
壇
を
準
備
し
て
、
緋
色
の
布
を
敷
き
、
そ
の
上
段
に
内
裏
様
、
つ
ぎ
の
段
に
左
大
臣
・
右
大
臣
、
そ
の
下
の
段
に

三
人
官
女
、
そ
し
て
そ
の
下
に
五
人
ば
や
し
、
さ
ら
に
そ
の
下
の
段
に
は
桃
の
花
や
菱
餅
・
白
酒
を
は
じ
め
、
小
さ
な
タ
ン
ス
・
長
持

ち
・
鏡
台
な
ど
を

並
べ
て
飾
っ
た
。

む
か
し
は
鳴
沢
村
で
は
桃
の
花
の
代
わ
り
に
「
え
ん
ま
る
」
と
呼
ぶ
「
ネ
コ
ヤ
ナ
ギ
」
と

「
ず
さ
」
と
呼
ぶ
「
ウ
コ
ン
ザ
ク
ラ
」
を
飾

って
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
山
か
ら
採
っ
て
く
る
自
然
の
も
の
で
あ
る
た
め
「
ひ
な
祭
り
」
に
は
か
え
っ
て
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思

う
。

じ
よ
う
し

日
本
で
「
ひ
な
祭
り
」
の
前
身
が
始
め
ら
れ
た
の
は
、

平
安
時
代
か
ら
で
、

当
時
は
「
上
巳
の
節
供
」
と
呼
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
。

上

巳
と
は
三
月
初
め
の
巳
の
日
を
指
し
て
い
う
も
の
で
、
こ
の
日
宮
中
で
は
春
の
訪
れ
を
こ
と
ほ
ぐ
鎮
魂
の
儀
式
を
催
し
た
。
常
民
の
間
に

現
在
の
よ
う
な
形
が
で
き
あ
が
っ
た
の

は
、
江
戸
時
代
初
め
ご
ろ
か
ら
の
こ
と
で
、
し
か
も
そ
の
内
容
は
、
春
の
農
作
業
を
前
に
し
て
神

霊
を
迎
え
る
た
め
の

「
み
そ
ぎ
」
が
元
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
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か
た
し
ろ

古
来
か
ら
心
身
に
つ
い
た
穢
れ
を
払
う
た
め
に
行
う
「
み
そ
ぎ
」
に
は
三
つ
の
方
法
が
あ
っ
て
①
水
浴
②

輪
く
ぐ
り
7⑥

形
代
流
し
が
そ

れ
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
の
「
形
代
流
し
」
が
後
の
「
ひ
な
祭
り
」
の
源
流
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

村
人
は
氏
神
か
ら
配
ら
れ
る
形
代

(
和
白
紙
で
人
形
に
切
っ
た
も
の
)
を
受
け
て
、
そ
れ
で
体
を
撫
で
心
身
の
け
が
れ
を
形
代
に
移
し
て
、

こ
れ
を
川
に
流
す
こ
と
で
潔
め
を
す
る
と
い
う
呪
法
に
従
っ
て
、
毎
年
春
に

「
み
そ
ぎ
」
の
行
事
を
行
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
形
代
は
次

第
に
手
づ
く
り
と
な
り
年
々
華
美
と
な
っ
て
、
川
に
流
す
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
家
の
中
に
飾
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
材
料
も
紙
か
ら

土
へ
、
土
か
ら
木
粉
へ
と
変
化
し
、

江
戸
時
代
の
中
ご
ろ
に
は
す
で
に
現
在
の
ひ
な
人
形
の
よ
う
な
形
を
つ
く
り
あ
げ
た
。

内
裏
び
な
を
中
心
に
宮
中
の
役
人
や
召
人
を
並
べ
立
て
る
の
は
、
常
民
た
ち
の
あ
こ
が
れ
を
せ
め
て
「
ひ
な
人
形
」
で
満
た
そ
う
と
し

た
も
の
で
あ
ろ
う

が
、

そ
れ
に
し
て
も
「
だ
い
り

様
」
と
い
う
呼
び
方
に
は
春
の
農
耕
を
守
護
し
て
く
れ
る
神
の
「
代
理
者
」
と
い
う
意

味
が
強
く
反
映
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

二
十
一
日
か
二
十
二
日
ご
ろ
を
中
日
(
春
分
の
日
)
と
し
て
そ
の
前
三
日
、
後
三
日
計
七
日
間
を
春
の
彼
岸
と
し
て
先
祖
の
供
養
を
す

る
。
「
暑
さ
寒
さ
も
彼
岸
ま
で
」
と
古
く
か
ら
い
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
を
境
に
春
彼
岸
の
場
合
は
本
格
的
に
春
の
陽

気
と
な
り
、
秋
彼
岸
の
場
合
は
秋
め
い
て
く
る
。

日
本
に
仏
教
が
伝
来
し
て
か
ら
仏
事
と
し
て
と
え
ら
れ
て
き
た
が
、
本
来
的
に
祖
先
祭
り
で
あ
る
か
ら
仏
事
だ
け
に
限
ら
ず
、
神
事
の

伴
う
行
事
も
行
わ
れ
る
。

春
・
秋
と
も
こ
の
中
日
に
は
太
陽
が
真
東
か
ら
昇
り
真
西
に
沈
む
、
と
い
う
こ
と
で
昼
と
夜
の
時
間
が
同
じ
で
あ
る
(
実
際
に
は
秋
彼

岸
の
方
が
昼
の
時
間が

長
い
と
い
う
)
と
考
え
ら
れ
、
太
陽
の
盛
衰
す
る
基
点
と
し
て
神
が
定
め
た
も
の
と
し
、
人
び
と
は
こ
の
日
仕
事
を

休
ん
で
野
山
に
出
て
、
一
日
中
太
陽
を
拝
む
。
つ
ま
り
「
日
拝
む
」
日
と
い
う
の
が
「
ひ
お
が
む
」
か
ら
「
ひ
が
む
」
‒

「
ひ
が
ん
」
に

転
訛
し
た
の
だ
と
い
わ
れ
、
仏
教
伝
来
以
後
も
平
安
時
代
に
は
宮
中
や
貴
族
の
間
で
太
陽
(
祖
神
)
を
拝
む
行
事
や
、

野
原
へ
出
て
遊
ぶ
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行
事
、
海
岸
へ
出
て
飲
食
を
す
る
「
浜
遊
び
」
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
た
。

常
民
の
間
に
普
及
さ
れ
た
江
戸
時
代
に
は
、
す
で
に
仏
教
行
事
と
な
っ
て
い
た
ら
し
く
、
彼
岸
と
い
え
ば
仏
事
で
祖
先
を
供
養
す
る
も

の
と
考
え
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
彼
岸
の
入
り
か
ら
明
け
の
七
日
間
は
、
寺
参
り
や
墓
地
へ
の
参
詣
が
お
も
な
行
事
で
あ
り
、
行

事
食

(カ
ワ
リ
モ
ノ
)
と
し
て
は
、
春
は
「
ぼ
た
餅
」
秋
は
「
は
ぎ
餅
」
を
つ
く
り
祖
先
に
供
え
る
習
慣
が
あ
る
。

鳴
沢
村
周
辺
で
は
特
に
「
中
日
ぼ
た
餅
(
秋
は
は
ぎ
餅
)
明
け
ダ
ン
ゴ
」
と
い
う
習
慣
が
あ
り
、
中
日
に
は
餅
を
つ
く
り
、

彼
岸
明
け

に
は
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
粉
で
ダ
ン
ゴ
を
つ
く
っ
て
祖
先
に
供

え
、
そ
の
後
家
の
者
が
た
べ
る

慣
し
だ
と
い
う
。

ま
た
寺
参
り
を
す
る
と
き
は
お
布
施
と
し
て
穀
物
か
金
銭
を
寺
に
持
っ
て
い
き
、
寺
で
は
大
豆
と
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
粉
を
混
ぜ
て
薄
塩

で
味
つ
け
し
た
、

扁
平
で
耳
の
形
を
し
た
「
耳
菓
子
」

を
く
れ
た
。
家
に
よ
っ
て
は
死
者
の
法
事
や
墓
石
を
建
て
る
こ
と
も
彼
岸
中
の
こ

と
と
し
て
い
た
。

い
う
な
ら
ば
彼
岸
は
一
年
の
う
ち
の
大
き
な
節
の
ひ
と
つ
と
し
て
、

祖
霊
に
対
す
る
感
謝
や
死
者
に
対
す
る
敬
虔
な
祈
り
の
時
と

し

て
、

人
び
と
が
慎
み
深
く
生
き
る
期
間
で
も
あ
っ
た
が
、
時
の
流
れ
の
変
化
で
、
最
近
で
は
い
ろ
い
ろ
の
行
事
が
消
え
去
っ
て
い
っ
た
り

形
式
だ
け
で
済
ま
す
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

四
月

初
め
の
寅
の
日
「
榛
名
様
の
祭
り
」
が
あ
っ
た
。
牛
馬
が
農
耕
用
に
使
わ
れ
て
い
た
こ
ろ
、
足
和
田
山
の
草
地
は
、
牛
馬
の
飼

料
場
と
し
て
大
切
な
と
こ
ろ
で
、

毎
年
こ
の
日
草
焼
き
の
火
入
れ
を
し
た
。
村
の
念
仏
講
の
人
た
ち
や
若
衆
が
、

行
者
屋
敷
跡
に
集
ま
っ

て
鉦
や
太
鼓
を
た
た
き
、

五
穀
豊
饒
と
虫
除
け
祈
願
を
し
た
あ
と
火
入
れ
が
行
わ
れ
た
。
火
入
れ
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
か
ら
は
、
こ
の

日
の
夕
刻
村
人
が
松
明
を
か
ざ
し
て
榛
名
の
池
ま
で
祈
願
に
い
っ
た
。
松
明
の
行
列
は
原
の
道
か
ら
榛
名
池
ま
で
続
い
た
と
い
う
。
今
で

は
そ
う
し
た
情
景
も
見
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
。

十
五
日
(
現
在)
は
村
氏
神
で
あ
る
春
日
神
社
の
祭
例
で
あ
る
。
こ
の
日
は
村
長
を
は
じ
め
宮
世
話
人
も
神
主
と
同
じ
白
衣
を
着
、
お
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ご
そ
か
に
祭
り
が
行
わ
れ
、
小
学
校
も
休
み
に
な
っ
て
拝
殿
の
下
座
の
方
に
は
小
学
生
も
参
加
し
て
式
典
が
催
さ
れ
、
境
内
の
特
設
神
楽

殿
で
終
日
神
楽
が
奉
納
さ
れ
、
出
店
も
軒
を
並
べ
て
に
ぎ
わ
っ
た
が
、
現
在
で
は
神
楽
だ
け
は
奉
納
さ
れ
て
い
る
。
出
店
も
昔
ほ
ど
で
は

な
い

。

十
八
日
(
現
在
)
は
魔
王
神
社
の
祭
例
で
あ
る
。
昔
は
前
の
日
に
区
の
「
定
使
い
」
(
じ
ょ
う
づ
か
い
)と

呼
ば
れ
る
者
が
大
声
で
「
あ
し

た
あ

(
は
)
だ
い
ろ
う
様
の
お
祭
り
だ
り
ま
す
(
で
あ
り
ま
す
)
き
っ
と
遊
ば
っ
し
ゃ
り
ま
し
ょ
う
」
と
家
々
の
戸
口
に
告
げ
回
り
家
々
で

は
「
あ
い
あ
い
ご
く
ろ
う
だ
り
(
で
あ
り
)
ま
す
」
と
答
え
る
風
習
が
あ
っ
た
。
祭
り
の
当
日
は
現
在
の
チ
ビ
ッ
コ
広
場
の
と
こ
ろ
で
、

草
相
撲
が
行
わ
れ
た
。

戦
時
中
は
武
運
長
久
を
祈
る
参
拝
者
が
、
近
郷
近
在
か
ら
も
多
く
、

若
い
衆
が
剣
を
仕
立
て

た
神
輿
を
練
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
現
在
で
は
子
ど
も
神
輿
が
こ
れ
に
代
わ
っ
て
い
る
。
な
お

こ
の
日
上
村
で
は
「
大
般
若
経
会
」
が
観
音
堂
で
催
さ
れ
た
。

と
し
が
み

五
月

古
く
か
ら
正
月
は
歳
神
の
来
臨
の
月
、

五
月
は
「
さ
」
(
稲
の

神
)
の
来
臨
の
月
、
九

月
は
収
穫
を
見
届
け
た
田
の
神
が
山
へ
帰
る
月
と
し
て
「
正
五
九
」
(
正
月
と
五
月
と
九
月
の
こ

と
)
と
呼
び
、
一
年
の
う
ち
で
も
、
最
も
つ
つ
し
み
深
く
生
活
を
営
む
月
と
さ
れ
て
い
た
の

で
、
一
般
の
祭
事
は
あ
ま
り
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
月
の
大
き
な
行
事
と
い
え
ば

「
さ
の
神

迎
え
」
の
五
月
節
供
(

句)
で
あ
る
。
現
在
で
は
六
月
に
行
う
と
こ
ろ
が
多
い
が
、

鳴
沢
村
で

も
六
月
五
日
で
あ
る
。
男
児
の
成
長
を
祝
う
節
供
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
本
来
は
旧
五
月
は
田

植
え
を
す
る
時
期
で
、
田
の
守
護
神
で
あ
る

「
さ
」
の
神
を
迎
え
る
た
め
、
心
身
を
清
め
て
物

忌
み
を
し
た
の
が
そ
の
初
め
で
あ
っ
た
。
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現
在
の
よ
う
な
形
に
な
っ
た
の
は
室
町
以
後
、
特
に
男
児
の
節
供
と
し
て
盛
行
し
た
の
は
江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
だ
と
い
う
。
ま
た

そ
れ
は
武
士
社
会
で
行
っ
た
も
の
が
常
民
の
中
へ
も
浸
透
し
た
の
で
あ
っ
た
。

よ
う
ぶ

本
来
五
月
節
供
の
折
に
心
身
を
清
め
る
方
法
と
し
て
、

菖
蒲
を
体
に
巻
き
つ
け
た
り
、

家
の
軒
に
か
ざ
し
て
悪
霊
退
散
の
呪
術
と
し
た

こ
と
か
ら
、
武
士
の
社
会
で
は
「
菖
蒲
」
を
「
尚
武
」
と
書
き
換
え
て
、
わ
が
子
(
男
子
)
が
武
を
尚
び
、
す
こ
や
か
に
成
長
す
る
こ

と
を
願
っ
て
、
従
来
の
節
供
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
思
想
を
つ
く
り
あ
げ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
が
現
在
の
男
の
節
供
に
継
承
さ
れ
て
い

る
。
常
民
の
間
に
普
及
す
る
の
は
江
戸
末
期
か
ら
で
あ
っ
た
。

今
で
は
男
子
が
産
ま
れ
る
と
初
節
供
に
は
嫁
の
実
家
か
ら
鯉
の
ぼ
り
や
幟
旗
・
武
者
飾
り
が
贈
ら
れ
て
く
る
。
家
で
は
こ
れ
を
内
外
に

飾
っ
て
、
男
子
の
健
康
を
世
間
に
示
す
と
同
時
に
、
嫁
の
実
家
は
も
ち
ろ
ん
親
戚
や
隣
近
所
に
餅
な
ど
を
配
る
習
慣
と
な
っ
た
が
、
一
方

で
は
古
い
形
も
併
せ
て
行
っ
て
い
る
場
合
も
多
い
。

鳴
沢
村
で
は
こ
の
日
家
の
軒
先
に
「
菖
蒲
」
「
よ
も
ぎ
」
を
挿
し
、
家
の
中
で
は
「
む
し
ろ
」
や
「
ご
ざ
」
を
敷
い
た
上
に
「
し
ょ
う

ぶ
」
「
よ
も
ぎ
」
「
か
や
」
な
ど
の
青
草
を
敷
き
、
き
れ
い
に
洗
っ
た
鍬
や
鎌
な
ど
農
具
を
並
べ
、
こ
れ
に
「
か
し
わ
餅
」
を
供
え
て
祝
っ

た
と
い
う
の
で
古
い
行
事
の
形
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。
「
し
ょ
う
ぶ

」
「
よ
も
ぎ
」
な
ど
香
り
の
強
い
草
は
悪
霊
を
払
う
呪
力
を
も
ち
、
「
か

や
」
は
鋭
い
葉
で
こ
れ
も
悪
霊
を
切
り
割
く
呪
力
を
持
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
田
植
え
の
時
期
(
鳴
沢
あ
た
り
で
は
田
植
え
よ
り
も
畑
仕
事
)

よ
り
し
ろ

に
訪
れ
る
悪
霊
追
放
の
呪
い
で
あ
る
。
ま
た
柏
餅
の
「
柏
」
は
神
の
宿
る
木
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
餅
は
神
霊
の
依
代
と
し
て

飾
ら

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
各
地
で
萱
刈
場
の
火
入
れ
が
行
わ
れ
た
。

六
月

五
月
は
神
迎
え
で
慎
み
の
月
で
あ
る
か
ら
祭
事
も
少
な
か
っ
た
が
、
こ
の
月
は
養
蚕
と
畑
仕
事
に
追
わ
れ
、
そ
の
た
め
祭
事
が

な
い
。
月
の
始
め
か
ら
蚕
の
掃
き
立
て
、

続
い
て
畑
へ
の
施

肥
、

麦
の
刈
り
取
り
、

蚕
の
「
お
き
」
そ
し
て
上
簇
と
、
目
の
ま
わ
る
よ
う

な
忙
し
い
日
々
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
わ
ず
か
な
時
を
割
い
て
養
蚕
の
順
調
な
成
育
や
畑
作
の
豊
作
を
祈
る
「
ハ
レ」

の
日
を
つ
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く
り
、
ご

馳
走
を
つ
く
っ
た
。

み
な

つ
き

旧
六
月
三
十
日
は
、
一
年
の
半
分
を
終
わ
る
日
で
、

ま
た
後
の
半
分
を
元
気
で
生
き
ら
れ
る
た
め
の
大
祓
い
が
行
わ
れ
た

。
「
水
無
月

な
ご
し
の
せ
つく

祓
え
」
「
夏
越
節
供
」
と
も
呼
ば
れ
る
全
国
的
な
行
事
で
あ
る
。
村
で
は
「
お
は
ら
い
」
「
ふ
せ
ぎ
の
正
月
」
な
ど
と
い
っ
て
、
氏
神
の
神

官
が
家
々
を
回
り
お
祓
い
を
し
た
り
、

他
所
か
ら
入
り
込
む
悪
霊
を
防
ぐ
た
め
の
「
道
切
り
」
の
呪
法
は
、

魔
王
神
社
・
山
道
・
長
塚
・

一
本
木
・
三
辻
など

で
行
い
、
こ
こ
に
は
注
連
縄
を
張
っ
た
。

た
な
ば
た

七
月

七
日
は
「
七
夕

」。
村
で
は
「
馬
つ
く
り
」
と
も
い
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
山
か
ら
茅
が
や
を
刈
っ
て
き
て
こ
れ
で
数
頭
の
馬

ま
た

を
つ
く
り
、
そ
れ
を
目
の
高
さ
ほ
ど
の
横
棒
に
向
か
い
合
う
形
で
跨
が
せ
る
風
習
が
あ
っ
た
か
ら
で
、

年
に
一
度
天
の
川
で
出
合
う
彦
星

と
織
女
が
、

馬
に
乗
っ
て
は
る
ば
る
訪
れ
て
き
た
姿
を
表
わ
し
た
も
の
だ
と
し
て
い
る

。

ま
た
織
神
さ
ま
が
こ
の
馬
に
乗
っ
て
畑
に
草
が
生
え
て
い
な
い
か
(
人
び
と
が
農
作
業
を
怠
け
て
い
な
い
か
)
を
見
回
り
に
来
る
の
だ
と

か
、
二
番
蚕
の
す
ま
な
い
畑
を
見
つ
け
て
、
お
ど
す
た
め
だ
と
か
、
い
ろ
い
ろ
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
つ
ま
り
は
盆
が
く
る
の
で
、
農

作
業
に
一
層
励
む
よ
う
に
と
戒
め
の
手
段
と
も
考
え
ら
れ
る
。
「
茅
が
や
」
の
馬
の
代
わ
り
に
「
き
ゅ
う
り
」
に
四
足
を
つ
け
た
も
の
を
使

っ
た
と
こ
ろ

も
あ
る

。

七
夕
様
へ
の
供
え
も
の
は
収
穫
し
た
ば
か
り
の
麦
を
挽
い
て
せ
ん
べ
い
(
薄
焼
き

)を
作
っ
た
。

飾
り
も
の
は
鳴
沢
地
区
に
は
な
い
が
、

大
田
和
で
は
一
般
的
な
笹
の
枝
に
短
冊
を
つ
る
し
た
も
の
が
つ
く
ら
れ
た
。

七
夕
は
現
在
で
は
中
国
か
ら
渡
っ
て
き
た
、
星
ま
つ
り
の
伝
説
を
基
本
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
日
本
古
来
の
先
祖
祭
り
と
仏
教
的
な

風
習
で
あ
る

盆
と
が
習
合
し
た
、

祖
霊
神
を
迎
え
る
た
め
の
重
要
な
行
事
が
本
来
の
姿
で
あ
っ
た
。

古
い
時
代
日
本
で
は
月
の
満
ち
欠
け
で
暦
を
つ
く
っ
て
い
た
の
で
、

一
年
の
最
初
の
満
月
の
日
(
十
五

夜)
を
正
月
と
し
た
の
で
、

八

月
十
五
日
は
ち
ょ
う
ど
一
年
の
後
半
が
出
発
す
る
日
と
な
る
。
従
っ
て
こ
の
日
先
祖
を
迎
え
て
祭
り
を
催
し
た
が
、
後
に
仏
教
的
な
盆
行
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事
に
結
び
つ
い
て
、
盆
行
事
が
盛
大
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
七
月
七
日
は
、
先
祖
を
迎
え
る
た
め
に
人
び
と
は
心
身
を
深
め
る
「
み
そ
ぎ

」

を
し
て
、
祖
霊
の
降
臨
を
待
っ
た
。
仏
教
で
も
こ
の
日
を

「
七
日
盆
」
と
い
っ
て
盆
行
事
の
準
備
を
す
る
日
で
あ
る
。
祖
先
を
迎
え
る
た

か
た
し
ろ

め
に
身
も
心
も
潔
め
る
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
。
三
月
の
上
巳
の
節
供
の
と
き
と
同
じ
よ
う
に
形
代
で
心
身
を
潔
め
た
形

が、
七
夕
飾
り
に

残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

十
七
日
は
「
祇
園
祭
」
「
天
王
祭
」
「
津
島
祭
」
の
合
同
の
祭
り
で
あ
る
。
以
前
は
六
月
七
日
が
祭
例
で
あ
っ
た
が
、

盆
行
事
が
月
遅
れ

で
八
月
に
な
っ
た
た
め
、
七
月
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
社
は
京
都
の
八
坂
神
社
で
、
こ
こ
で
仏
教
教
典
に
基
づ
い
た
邪
気
を
防

ぎ
お
ん
え

ご
り
ょ
う
え

ぐ

祇
「園
会
」
が
催
さ
れ
た
の
を
初
め
と
し
全
国
に
普
及
し
た
。
こ
れ
は
別
に
「
御
霊
会
」
と
も
い
い
、
こ
の
季
節
に
は
び
こ
っ
て
人
び

と
の
平
和
を
乱
す
「
御
霊
」
の
鎮
魂
を
す
る
祭
り
で
祭
神
が
牛
頭
天
王

(天
王
様
)
で
あ
る
た
め
、
愛
知
県
の
津
島
神
社
(
祭
神
牛
頭
天
王
)

と
と
も
に
合
同
で
祭
祀
を
し
た
。
こ
の
日
は
大
人
た
ち
は
「
鮒
食
い
日
」
と
い
っ
て
河
口
湖
方
面
へ
出
か
け
た
と
い
う
。
こ
の
意
味
は
不

明
で
あ
る
。

八
月

月
の
初
め
こ
ろ
か
ら
朝
草
刈
り
を
ど
こ
の
家
で
も
一
斉
に
行
っ
た
。
山
林

や
原
野
に
茅
を
は
じ
め
夏
草
が
生
い
茂
る
時
期
で
、
冬
の
間
の
家
畜
の
飼
料
と
し

て
刈
り
取
る
の
が
目
的
で
あ
っ
た
が
、
も
う
ひ
と
つ
に
は
盆
に
訪
れ
て
く
る
祖
霊

が
、
山
か
ら

来
る
の
だ
と
い
う
観
念
か
ら
「
道
開
け
」
と
か
「
道
薙
ぎ
」
を
し
て

祖
先
の
霊
を
迎
え
る
心
尽
く
し
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

五
日
か
ら
八
日
に
か
け
て
、

村
の
新
盆
の
家
で
は
盆
棚
(
精
霊

棚)
作
り
に
か

か
る
。
家
の
南
に
面
し
た
軒
下
へ
杉
の
小
枝
を
材
料
に
三

方
を
囲
む
棚
で
、
正
面

ち
ょう
ち
ん

に
は
提
灯
を
つ
る
し
新
仏
の
位
牌
を
置
き
供
物
を
飾
る
。
こ
の
作
業
に
は
極
く
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近
い
親
類
の
者
が
朝
早
く
来
て
手
伝
う
。

大
田
和
地
区
で
は
盆
棚
を
作
ら
ず
戸
外
へ
提
灯
を
つ
る
す
だ
け
で
あ
る
。

か
ま
ぶ
た
つ
い
た

。

古
く
は
盆
行
事
は
旧
七
月
一
日
の
「
釜

だ蓋
な
の
か朔
ち」
に
始
ま
り
、
七
日
目
は

「
七
日
盆
」
と
い
っ
て
、
山
か
ら
村
ま
で
の
道
の
草
刈
り

(道
薙
ぎ
)
や
墓
場
の
草
刈
り
(
墓
薙
ぎ
)
と
盆
棚
づ
く
り
、
そ
し
て
十
三
日
「
迎
え
火
」
十
六
日
「
送
り
火
」
の
順
で
行
わ
れ
て
い
た
の

で
、
鳴
沢
の
盆
棚
作
り
は

「
七
日
盆
」
の
行
事
の
名
残
り
で
あ
ろ
う
。

十
三
日
は
「
精
霊
迎
え
」
の
日
新
盆
で
な
い
家
で
は
家
の
中
の
一
番
上
等
の
部
屋
に
、
箱
な
ど
を
台
に
し
雨
戸
を
そ
の
上
に
横
に
載
せ

た
特
設
の
壇
を
つ
く
る
。
こ
れ
も
盆
棚
で
あ
る
。
壇
の
上
に
は
里
芋
の
葉
を
敷
き
位
牌
や
盆
花
・
し
き
み
・
野
菜
な
ど
を
供
え
、
夕
方
墓

参
り
を
し
て
先
祖
の
霊
を
迎
え
に
行
く
、
家
の
入
口
で
は
「
迎
え
火
」
を
焚
く
。
盆
に
は
家
に
先
祖
が
帰
っ
て
く
る
の
で
、
普
段
家
を
離

れ
て
い
る
者
も
こ
の
期
間
に
は
帰
省
し
て
、
祖
先
に
感
謝
し
た
り
、

親
子
兄
弟
姉
妹
は
も
ち
ろ
ん
親
類
縁
者
と
無
沙
汰
を
わ
び
合
っ
た
り

し
て
、
楽
し
い
日
々
を
過
ご
す
。

十
四
・
十
五
日
は
盆
踊
り
(
昭
和
の
始
め
こ
ろ
か
ら
行
わ
れ
た
)
や
花
火
遊
び
で
大
人
も
子
ど
も
も
楽
し
い
。

盆
踊
り
は
は
る
ば
る
訪
れ

て
き
た
祖
先
の
霊
を
慰
め
、
か
つ
、
こ
の
時
期
は
び
こ
る
悪
霊
を
追
い
払
う
の
が
目
的
で
あ
っ
た
。

十
六
日
は
「
送
り
火
」
を
焚
い
て
精
霊
を
送
る
日
で
あ
る
。
「
迎
え
火
は
早
く
送
り
火
は
遅
く
」
と
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
「
送
り
火
」

は
か
な
り
暗
く
な
っ
て
か
ら
家
々
の
戸
口
で
焚
く
が
、
盆
棚
の
飾
り
も
の
は
こ
の
日
の
朝
食
を
供
え
る
と
す
ぐ
に
片
付
け
て
し
ま
う
。

飾

り
も
の
は
束
ね
て
戸
外
の

ヘ
ダ
の
木
な
ど
に
く
く
り
つ
け
る
習
慣
が
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
一
括
し
て
処
理
さ
れ
る
。
こ
の
日
は
墓
参
り

を
す
る
。
寺
の
本
堂
に
「
地
獄
極
楽
」
の
掛
軸
が
掛
け
ら
れ
、
地
獄
の
恐
ろ
し
い
様
相
や
、
極
楽
の
平
和
で
美
し
い
状
況
な
ど
が
、
見
る

人
の
心
に
さ
ま
ざ
ま
な
教
え
を
与
え
て
く
れ
た
。

九
月

十
三
日
は
翌
月
の
十
日
お
よ
び
二
十
三
日
と
合
わ
せ
て
「
お
三
夜
待
ち
」
と
呼
ぶ
「
月
待
ち
」
の
日
で
あ
っ
た
。
こ
の
日
は
あ

ず
き
あ
ん
で
小
麦
粉
や
と
う
も
ろ
こ
し
粉
の
ま
ん
じ
ゅ
う
を
つ
く
り
、

神
仏
に
供
え
て
夜
は
月
の
出
を
待
っ
て
拝
み
、
遅
く
ま
で
起
き
て
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い
る
習
慣
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
は
「
月
待
ち
講
」
と
い
う
講
を
立
て
て
講
員
は
頭
屋
に
集
ま
り
、
世
間
話
を
し
な
が
ら
夜
を
楽

し
ん
だ
。
一
般
的
に
は
三
夜
・
十
七
夜
・
二
十
三
夜
・
二
十
六
夜
の
月
待
ち
が
多
い
。
月
の
満
ち
欠
け
で
暦
を
つ
く
っ
て
い
た
時
代
に
、

月
に
対
す
る
祈
り
感
謝
の
名
残
り
で
あ
る
。

旧
八
月
十
五
日
は
十
五
夜
で
あ
る
が
、
太
陽
暦
で
は
八
月
十
五
日
が
必
ず
し
も
満
月
で
は
な
い
の
で
、
そ
の
つ
ぎ
の
満
月
の
日
を
十
五

夜
と
し
て
い
る
。

十
五
夜
の
月
は
毎
月
一
回
見
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
月
だ
け
に
十
五
夜
の
行
事
が
あ
る
の
は
お
か
し
い
が
、
そ
れ
に
は
理
由
が
あ
る
。
こ

の
時
期
は
季
節
の
上
で
は
仲
秋
に
当
た
り
、
月
が
も
っ
と
も
冴
え
渡
る
こ
ろ
で
あ
る
と
同
時
に
、
畑
の
作
物
や
山
野
の
木
の
実
な
ど
が
た

く
さ
ん
収
穫
で
き
る
と
き
で
あ
る
た
め
、

農
家
で
は
満
月
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
訪
れ
て
く
る
神
に
、

時
期
の
収
穫
物
を
供
え
"
お
陰
で
こ

の
よ
う
に
上
等
の
も
の
が
、
た
く
さ
ん
収
穫
で
き
ま
し
た

”
と
報
告
し
感
謝
す
る
意
味
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。

07

ま
た
米
が
わ
が
国
で
つ
く
ら
れ
な
い
前
は
、
里
芋
を
ダ
ン
ゴ
の
代
わ
り
に
飾
っ
た
の
で
、
十
五
夜
の
こ
と
を
「
芋
名
月
」
と
も
呼
ん
で

お

い
る
。
な
お
こ
の
行
事
に
ス
ス
キ
の
穂
を
飾
る
の
は
、
野
に
あ
っ
て
ス
ス
キ
が
風
に
な
び
く
よ
う
に
、

神
の
訪
れ
を
招
ぎ
迎
え
る
た
め
の

よ
り
し
ろ

依
代
と
し
て
で
あ
る
。

十
五
日
は
大
田
和
の
八
幡
神
社
の
祭
例
で
、
こ
の
日
は
神
楽
の
奉
納
が
あ
り
、

神
楽
の
あ
と
同
じ
舞
台
で
「
百
万
遍
」
が
行
わ
れ
た
。

こ
こ
の
神
楽
に
は
三
十
六
座
が
あ
り
、
と
り
わ
け
そ
の
う
ち
の
四
座
は
、
い
つ
の
場
合
で
も
欠
か
せ
な
い
舞
と
さ
れ
て
い
た
と
い
い
、
夜

通
し
て
舞
う
神
楽
が
最
後
に
「
ひ
き
め
矢
」
を
射
る
こ
ろ
は
夜
明
け
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
現
在
で
は
こ
の
神
楽
は
行
わ
れ
ず
、
地
域

の
人
び
と
が
復
活
を
望
ん
で
い
る ろ

。

か
ん

づ
き

や
お
よ
ず

十
月

こ
の
月
は
「
神
無
月
」
で
、
全
国
の
八
百
万
の
神
々
が
出
雲
の
国
(
現
島
根
県
)
に
集
ま
る
(
出
雲
国
だ
け
は
神
有
月
)
月
で
あ
る

た
め
、
地
域
の
人
び
と
が
普
段
崇
拝
し
て
い
る
神
社
の
祭
神
が
不
在
な
の
で
、
祭
り
を
行
う
こ
と
が
少
な
い
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
期
間
留
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守
居
を
す
る
神
も
あ
っ
た
。
留
守
居
神
は
お
も
に
家
々
の
台
所
周
辺
に
祀
ら
れ
る
「
ケ
」
の
神
で
、
カ
マ
ド
神
・
え
び
す
・
山
の
神
・
荒

神
な
ど
が
そ
れ
だ
と
い
わ
れ
た
。
日
常
生
活
の
基
本
と
な
る
部
分
の
守
護
神
だ
け
は
、
や
は
り
出
雲
へ
出
掛
け
ら
れ
て
は
困
る
と
い
う
、

常
民
の
願
望
が
こ
う
し
た
観
念
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

出
雲
へ
出
掛
け
る
神
々
は
、
つ
ぎ
の
年
に
結
婚
す
る
相
手
を
結
び
つ
け
る
会
議
を
す
る
の
だ
と
か
、
豊
凶
を
占
い
に
行
く
と
か
い
ろ
い

ろ
に
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
の
農
耕
信
仰
で
は
、
田
の
神
は
冬
の
間
山
に
篭
っ
て
い
て
、
旧
二
月
に
里
に
降
り
、
苗
代
づ
く
り

か
ら
田
植
え
を
は
じ
め
、
秋
の
収
穫
に
至
る
ま
で
力
を
注
い
で
く
れ
て
、
秋
の
収
穫
が
終
わ
る
旧
十
月
に
再
び
山
に
帰
っ
て
い
く
の
だ
と

信
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
、

田
の
神
が
里
を
離
れ
て
い
く
と
い
う
観
念
と
、
出
雲
に
神
々
が
集
ま
る
と
い
う
観
念
と
は
無
関
係
で
は
な
い
よ

う
に
思

わ
れ
る
。

二
十
日
に
は
「
ゑ
び
す
講
」
と
い
っ
て
、
商
家
で
は
商
売
繁
昌
を
祝
う
行
事
を
し
た
。
こ
の
祭
事
に
は
商
家
で
普
段
の
お
礼
と
し
て
安

売
り
を
す
る
の
で
、
商
家
以
外
の
者
は
こ
の
日
に
買
い
物
を
集
中
す
る
よ
う
に
な
り
、
ひ
と
つ
の
年
中
行
事
と
な
っ
た
。

十
一
月

三
日
は
、

戦
前
ま
で
明
治
天
皇
の
誕
生
を
祝
う
「
明
治
節
」
(
昭
和
二
年
制

定
)
と
し
て
、

四
大
節
の
ひ
と
つ
(
一
月
一
日
四
方

拝
・
二
月
十
一
日
紀
元
節
・
四
月
二
十
九
日
天
長
節
と
と
も
に
)
に
数
え
ら
れ
、

職
場
も
学
校
も
休
み
と
な
っ
て
、

明
治
の
近
代
日
本
国
家
の

盟
主
と
な
っ
た
明
治
天
皇
の
遺
徳
を
た
た
え
る
日
で
あ
っ
た
が
、
戦
後
は
「
文
化
の
日
」
(
昭
和
二
十
三
年
制

定
)
と
し
て
、
国
民
の
文
化
的

水
準
を
高
め
る
節
目
の
日
と
な
り
、

現
在
で
は
こ
の
日
各
地
で
文
化
的
行
事
が
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

十
月
下
旬
か
ら
こ
の
月
の
上
旬
ご
ろ
ま
で
、
村
を
取
り
巻
く
大
自
然
は
秋
の
色
に
包
ま
れ
て
、
と
り
わ
け
紅
葉
台
か
ら
眺
め
る
青
木
ケ

原
樹
海
は
、
色
と
り
ど
り
の
風
景
を
見
せ
、
村
人
た
ち
は
こ
の
期
間
農
を
休
ん
で
紅
葉
狩
り
を
楽
し
ん
だ
。
全
山
を
彩
る
錦
に
日
常
の
苦

労
を
忘
れ
て
酒
食
に
舌
つ
づ
み
を
打
ち
、

明
日
へ
の
活
力
を
養
っ
た
の
も
、
鳴
沢
村
で
は
の
年
中
行
事
に
数
え
て
も
よ
い
。

ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
は
十
一
月
三
日
を
メ
ド
に
、
大
小
麦
の
種
蒔
き
が
終
了
す
る
と
き
だ
け
に
、
一
日
の
休
養
は
そ
の
意
義
を
高
め



第六章 民俗生活

-769-

た
。
三
日
に
は
蒔
き
あ
げ
と
い
っ
て
、
夜
、
近
い
親
類
を
呼
ん
で
そ
ば
な
ど
を
つ
く
っ
て
ご
馳
走
を
し
た
。
紅
葉
狩
り
が
終
わ
る
と
、
鳴

う
ま
ぐ

沢
菜
や
大
根
・
人
参

・
ご
ぼ
う
の
収
穫
、
漬
け
も
の
を
は
じ
め
、
乾
葉
づ
く
り
、
大
根
乾
づ
く
り
、
馬
鈴
薯
の
貯
蔵
、
厩
や
牛
小
舎
の

冬
囲
い
、

原
野
の
し
ば
掃
き
、

林
の
下
刈
り
、

技
打
ち
な
ど
冬
の
準
備
の
は
じ

ま
る
時
を
迎
え
た
。

十
五
日
は
七
五
三
、
こ
の
日
男
女
と
も
三
歳
と
男
子
は
五
歳
、
女
子
は
七
歳
を
迎
え
る
と
氏
神
に
お
参
り
し
て
、
無
事
の
成
長
を
感
謝

し
、
さ
ら
に
こ
れ
か
ら
の
成
長
を
祈
願
し
た
。
こ
の
行
事
が
庶
民
の
間
に
普
及
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
に
入
っ
て
か
ら
で
、
そ

れ
以
前
は
武
家
社
会
の
通
過
儀
礼
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
武
家
で
は
男
女
と
も
三
歳
ま
で
は
髪
の
毛
が
伸
び
る
と
適
当
に
剃
り
落
と
し
て
い
た
が
、
三
歳
に
達
す
る
と
「
髪
置
き
」
と

い
う
儀
式
を
行
っ
て
、
以
後
剃
っ
た
り
切
っ
た
り
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
儀
式
を
重
要
視
し
て
幼
児
の
成
長
の
節
に
加
え
る
こ
と
こに

ほ
か
ま

な
り
、
さ
ら
に
女
児
は
七
歳
で
着
物
の
付
け
紐
を
解
い
て
帯
を
し
め
る
通
過
儀
礼
を
決
め
、
男
児
五
歳
で
袴
を
つ
け
る
儀
式
を
行
う
と

い
う
こ
と
な
ど
か
ら
、
七
五
三
と
い
う
形
が
で
き
あ
が
っ
た
。

祝
い
の
日
を
十
一
月
十
五
日
と
し
た
の
は
、

徳
川
吉
宗
の
時
代
か
ら
だ
と
い
わ
れ
る
が
、
明
治
に
入
っ
て
か
ら
庶
民
の
間
で

も、
武
家

の
し
き
た
り
に
準
じ
て
上
流
家
庭
で
こ
れ
を
行
い
、
や
が
て
一
般
庶
民
の
も
の
と
な
っ
た
。
特
に
現
在
の
よ
う
に
華
や
か
に
な
っ
た
の
は

戦
後
そ
れ
も
、
昭
和
四
十
年
か
ら
五
十
年
に
か
け
て
の
こ
ろ
か
ら
で
あ
る
。

f
or

十
二
月

師
走
の
師
と
は
お
寺
の
坊
さ
ん
を
指
す
も
の
で
、
こ
の
時
期
檀
那
寺
の
坊
さ
ん
が
、

忙
し
く
檀
家
ま
わ
り
を
し
た
風
景
か

ら
、
そ
の
呼
び
方
が
生
ま
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
現
在
で
は
坊
さ
ん
が
檀
家
を
ま
わ
る
の
は
、
盆
だ
け
に
限
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
な

っ
た
が
、

明
治
以
前
ま
で
は
、

一
年
の
う
ち

盆
と
正
月
に
は
必
ず
檀
家
ま
わ
り
が
行
わ
れ
、
そ
の
風
習
は
明
治
・
大
正
の
時
代
ま
で
受
け

継
が
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
盆
も
正
月
も
祖
先
を
迎
え
て
供
養
す
る
、
一
年
の
う
ち
の
最
大
の
行
事
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

鳴
沢
村
で
も
盆
と

同
じ
十
三
日
に
は
「
仏
様
の
年
と
り
」
と
い
う
行
事
が
あ
っ
て
、
こ
の
日
は
米
の
飯
を
炊
き
、
大
根
・
馬
鈴
薯
・
豆
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f
o
r
f
o
r

腐
・
こ
ん
ぶ
・
ち
く
わ
な
ど
を
ご
っ
た
煮
に
し
た
副
食
を
つ
く
り
、
仏
壇
に
供
え
て
か
ら
家
族
で
食
べ
る
習
慣
が
あ
っ
た
。
寺
で
は
煤
は

ら
い
を
し
て
、
正
月
迎
え
の
準
備
を
し
た
日
で
も
あ
る
。

十
五
日
は
お
寺
へ
の
初
穂
納
め
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
日
家
々
で
は
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
や
ア
ワ
な
ど
の
穀
物
を
携
え
て
寺
に
納
め
た
。
正
月

訪
れ
て
く
る
祖
霊
迎
え
を
し
て
く
れ
る
寺
へ
の
心
尽
く
し
で
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
こ
れ
も
金
銭
で
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

二
十
二
日
ご
ろ
冬
至
を
迎
え
る
。
こ
の
日
太
陽
が
も
っ
と
も
南
を
通
過
す
る
の
で
、
一
日
の
日
照
時
間
が
一
年
中
で
も
っ
と
も
短
い
日

で
あ
る
。
古
く
は
太
陽
の
力
が
一
番
衰
え
る
日
で
、
こ
の
日
人
び
と
は
そ
の
復
活
を
願
う
た
め
に
、
い
ろ
い
ろ
の
行
事
を
催
し
た
が
、
と

か
ぼ
ち
ゃ

り
わ
け
こ
の
日
に
南
瓜
を
食
べ
る
こ
と
は
全
国
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。
か
ぼ
ち
ゃ
は
保
存
が
も
っ
と
も
長
く
で
き
る
野
菜
で
、
ほ
か
の
食

糧
が
な
く
な
っ
て
も
、
こ
れ
だ
け
は
残
し
て
お
け
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
を
食
べ
る
こ
と
で
太
陽
の
復
活
を
願
う
と

同
時
に
、

人
び

と
は
生
命
の
復
活
を
期
そ
う
と
す
る
呪
術
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
に
よ
っ
て
は
ユ
ズ
湯
に
入
る
習
慣
が
あ
る
が
、
香
り
の
強
い
ユ
ズ
に
は
悪
霊
を
払
う
呪
力
が
あ
る
と
い
う
信
仰
か
ら
、
ユ
ズ
湯

に
入
っ
て
心
身
の
穢
れ
を
取
り
除
き
、
太
陽
の
復
活
の
祈
り
を
し
た
と
い
う
。
そ
の
名
残
り
が
ユ
ズ
湯
の
習
慣
と
な
っ
た
。

年
の
瀬
が
迫
る
と
い
よ
い
よ
餅
つ
き
が
は
じ
ま
る
が
、
鳴
沢
村
で
は
二
十
五
日
の
お
寺
の
餅
つ
き
が
す
ま
な
い
と
、
一
般
の
家
で
餅
つ

き
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
習
慣
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
餅
つ
き
も
二
十
九
日
は
「
苦
」
の
日
と
い
う
縁
起
を
か
つ
い
で
、
ど
こ
の
家
で
も

つ
く
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。

餅
つ
き
は
前
日
に
支
度
を
整
え
て
お
い
て
、
翌
日
朝
ま
だ
暗
い
う
ち
か
ら
作
業
に
か
か
り
、
一
家
の
主
人
を
は
じ
め
親
類
や
村
の
若
い

衆
が
手
伝
っ
て
つ
く
。
一
番
臼
か
ら
は
供
え
餅
を
取
り
、

そ
の
あ
と
の
し
餅
を
つ
く
る
。
供
え
餅
は
「
歳
神
様
」
「
お
荒
神
様
」
「
お
倉
」

な
ど
に
供
え
る
が

「
歳
神
様
」
以
外
は
そ
の
家
に
よ
っ
て
異
な
る
場
合
が
あ
る
。

こ
の
こ
ろ
子
ど
も
た
ち
は
「
書
き
初
め
」
を
す
る
習
慣
が
あ
る
。
書
き
初
め
は
新
年
に
な
っ
て
か
ら
書
く
の
が
普
通
だ
が
、
こ
の
村
で
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は
年
末
の
う
ち
に
書
き
あ
げ
る
の
が
め
ず
ら
し
い
。

お
お
み
そ
か

三
十
一
日
は
大

晦
日
で
あ
る
。
午
後
に
な
る
と
家
の
主
人
は
風
呂
に
入
っ
て
身
を
清
め
て
か
ら
、

歳
神
様
を
迎
え
る
棚
を
つ
く
る
。

家
の
決
め
ら
れ
た
部
屋
に
棚
を
つ
り
、

棚
の
両
端
に
小
松
を
飾
り
注
連
縄
を
張
っ
て
、
中
央
に
は
こ
ん
ぶ
・
ゆ
ず
り
葉
・
だ
い
こ
ん
な
ど

を
新
し
い

麻
で
結
ん
で
つ
る
し
、
そ
の
左
右
に
六
枚
ず
つ
御
幣
(
し
め
)
を
飾
る
(
注
連
縄
に
は
さ
む
)
。

r
fi
or

間閏
(
う
る
う
)
年
に
は
計
十
三
枚
を
飾
る
。
こ
の
あ
と
子
ど
も
た
ち
の
書
き
初
め
を
棚
や
梁
に
貼
り
、
大
桝
に
飯
を
盛
っ
た
茶
わ
ん
を

入
れ
て
供
え
る
。

神
棚
の
恵
比
寿
・
大
黒
に
は
山
か
ら
と
っ
て
き
た
「
か
つ
の
木
」
を
供
え
る
。
ま
た
家
の
戸
口
に
は
三
階
松
を
立
て
る

が
、

松
を
立
て
な
い
家
も
あ
る
。

夕
方
の
食
事
は
「
お
も
っ
せ

え
」
と
呼
ん
で
、

米
飯
に
魚
が
つ
き
、
ケ
ン
チ
ン
汁
も
作
っ
て
家
族
で
食
べ
た
。
こ
の
日
作
る
煮
物
は
八

升
鍋
と
い
う
大
き
な
鍋
で
煮
て
、
元
日
以
降
小
鍋
に
移
し
て
何
度
も
食
べ
る
ほ
ど
の
量
を
煮
た
。
こ
の
夜
は
早
寝
を
す
る
と
歳
神
様
に
し

か
ら
れ
る
と
い
う
の
で
、
子
ど
も
た
ち
は
親
類
の
者
を
呼
ん
だ
り
、
親
類
へ
呼
ば
れ
た
り
し
て
、
す
ご
ろ
く
や
カ
ル
タ
遊
び
に
興
じ
た
。

K
現
在
で
は
こ
う
し
た
風
習
も
な
く
な
っ
て
、
こ
の
夜
はN H

テ
レ
ビ
の
「
紅
白
歌
合
戦
」
な
ど
を
見
て
過
ご
し
、
元
日
の
早
朝
は
お
宮

参
り
に
い
っ
て
か
ら
寝
る
と
い
っ
た
ふ
う
に
時
代
も
変
わ
っ
て
き
た
。

鳴
沢
村
で
は
歳
神
棚
や
松
飾
り
を
三
十
一
日
に
す
る
よ
う
だ
が
、
古
い
習
慣
で
は
餅
つ
き
の
日
を
二
十
九
日
を
避
け
る
と

同
じ
よ
う

に、
歳
神
棚
や
松
飾
り
を
大
晦
に
す
る
こ
と
も
避
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
「
一
夜
飾
り
」
と
い
っ
て
、
す
で
に
そ
の
日
の
夕
方
か
ら
歳

神
様
が
訪
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
直
前
に
行
う
の
は
失
礼
で
あ
る
。
と
い
う
心
情
的
な
も
の
が
あ
っ
た
か
ら
で
、
普
通
に

は
三
十
日
の
日
に
棚
づ
く
り
や
松
飾
り
は
済
ま
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
も
か
く
正
月
迎
え
の
風
習
は
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
い
ろ
い
と
変
化

が
あ
る
の
で
、

止
む
を
得
な
い
と
思
う
。

以
上
で
鳴
沢
村
の
年
中
行
事
の
あ
ら
ま
し
を
記
し
た
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
昭
和
五
十
七
年
中
に
刊
行
さ
れ
た
「
広
報
な
る
さ
わ
」
で
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取
り
あ
げ
た
も
の
を
資
料
と
し
、
そ
れ
に
民
俗
学
的
な
考
察
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
「
広
報
な
る
さ
わ
」
に
掲
載
さ
れ
た
内
容
は
、
あ
く
ま
で
、
過
去
に
「
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
」
と
い
う
筆
致
で
書

か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

現
在
の
行
事
と
は
合
致
し
な
い
し
、
さ
ら
に
す
で
に
現
在
は
行
わ
れ
て
い
な
い
行
事
も
あ
る
が
、

あ
え

て
年
中
行
事
と
し
て
取
り
あ
げ
た
の
は
、
過
去
に
生
き
た
人
び
と
が
、
こ
う
し
て
村
づ
く
り
を
し
、
こ
う
し
て
共
同
体
を
守
っ
た
と
い
う

厳
し
い
中
で
も
尊
い
教
訓
を
、
今
の
人
び
と
に
伝
え
残
し
て
い
こ
う
と
す
る
意
図
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

遠
い
日
の
祖
先
の
生
き
ざ
ま
の
中
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
現
在
を
考
え
る
「
温
故
知
新
」
の
精
神
を
よ
み
が
え
ら
す
た
め
に
も
、
こ
の
記

録
は
た
い
せ
つ
な
も
の
と
思
う
。

な
お
、

鳴
沢
村
は
米
の
生
産
が
ほ
と
ん
ど
な
い
地
域
で
あ
る
た
め
、

甲
府
盆
地
で
行
わ
れ
て
い
た
、
ま
た
は
行
っ
て
い
る
行
事
と
は
か

は
っ
さ
く

な
り
差
異
が
あ
り
、
と
り
わ
け
、
米
の
生
産
に
か
か
わ
る
、
例
え
ば
「
田
の
神
迎
え
」
「
水
口
祭
り
」
「
八
十
八
夜
」
「
八
朔
」
「
刈
り
あ
げ

祭
り
」
な
ど
と
い
う
も
の
が
な
い
。
そ
う
い
う
点
で
は
、
富
士
北
麓
の
年
中
行
事
を
考
え
る
と
き
、
こ
の
地
方
の
特
色
を
見
い
出
す
上
で

大
い
に
参
考
と
な
っ
た
。

第
二

節
民

間
信

仰

民
俗
資
料
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
信
仰
の
現
象
や
、
そ
れ
を
行
う
行
為
は
、
貴
族
や
武
士
の
社
会
で
の
も
の
で
は
な
く
、
一
般
の
民

衆
が
日
常
生
活
や
そ
れ
を
取
り
巻
く
環
境
に
密
着
し
て
い
る
も
の
で
、
民
間
信
仰
と
か
俗
信
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
民
間
信
仰
お
よ
び
俗
信
と
称
さ
れ
る
も
の
は
、
一
般
民
衆
の
心
意
の
中
か
ら
生
ま
れ
、
か
つ
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

程
度
の
高
い
教
理
を
持
ち
、
し
か
も
組
織
化
さ
れ
た
即
成
宗
教
教
団
の
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
現
象
や
そ
の
行
為
と
は
性
格
を
異
に
し
て
い
る



第六章 民俗生活

鳴沢の道祖神祠

-773-

も
の
で
あ
る
が
、
た
だ
、
こ
う
し
た
即
成
の
宗
教
の
下
部
構
造
に
は
、
民
間
信
仰
や
俗
信
の
類
が
、
か
な
り
多
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と

は
事
実
で
あ
る
。

例
え
ば
仏
教
教
義
の
中
に
存
在
す
る
地
蔵
や
観
音
な
ど
が
、
民
衆
生
活
の
場
で
広
く
関
わ
り
を
持
っ
て
展
開
す
る
と
き
、
こ
れ
は
民
間

信
仰
お
よ
び
俗
信
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
き
て
い
る
。

民
間
信
仰
や
俗
信
は
日
本
人
の
古
く
か
ら
の
考
え
方
と
し
て
の
、

祖
霊
観
と
か
霊
魂
観
ま
た
は
他
界
観
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、

基
本
的
な
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
神
社
や
仏
閣
を
生
活
の
場
の
中
心
と
し
た
、
生
き
ざ
ま
を
知
る
た
め
の
大
き
な
要
素
と
な
っ
て
働
い
て

い
る
。

す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
が
死
後
の
世
界
を
感
得
し
な
が
ら
、
生
き
て
い
る
う
ち
に
何
を
し
、
ど
う
す
れ
ば
安
心
し
て
死
ね
る
か
を

考
え
た
り
、
人
間
の
力
の
及
ば
ぬ
大
自
然
の
威
力
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
心
構
え
を
持
っ
て
生
き
れ
ば
苦
難
か
ら
救
わ
れ
る
か
を
考
え

て
、
少
し
で
も
多
く
の
幸
せ
を
つ
か
も
う
と
し
た
、
真
剣
な
祈
り
が
、
山
や
野
辺
や
家
の
内
外
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
繰
り
返
さ
れ
た
。
そ

れ
が
民
間
信
仰
と
か
俗
信
と
い
う
形
で
、

生
き
る
手
段
に
結
び
つ
い
た
の
で
あ
る
。
各
地
域
の
風
土
に
よ
っ
て
そ
の
形
や
内
容
の
差
は
あ

る
に
し
て
も
、
神
仏
を
通
し
て
幸
せ
を
求
め
よ
う
と
し
た
心
に
は
変
わ
り
は
な

い
。鳴
沢
村
に
伝
え
残
さ
れ
て
き
た
こ
れ
ら
人
び
と
の
心
の
寄
り
ど
こ
ろ
を
探
っ

て
み
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
信
仰
が
見
い
出
さ
れ
る
。

道
祖
神
信
仰

昔
か
ら
庶
民
信
仰
の
最
た
る
も
の
で
、
県
下
に
は
各
地
に
祀
ら
れ
て
い
る

が
、

鳴
沢
村
の
も
の
は
大
方
山
梨
特
有
の
丸
石
道
祖
神
で

あ
る
。
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特
に
顕
著
な
も
の
は
文
化
三
年
(
一
八
〇
六
)
造
立
の
鳴
沢
の
道
祖
神
や
駿
河
往
還
の
辻
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
『
甲
斐
国
志
』
に
つ

ぎ
の
よ
う
な
記
録
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
こ
の
地
方
の
道
祖
神
は
古
い
時
代
か
ら
祀
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

小
山
田
信
有
カ
文
書
二
此
ノ
辺
ョ
リ
上
へ
、
女
人
ノ
参
詣
の
禁
ス
、
永
禄
七
拜
年
六
月
、
女
性
禅
定
之
追
立
ト
ア
ル
、
是
也
又
上
ル

事
数
町
許
ニ
シ
テ
小
屋
ア
リ
、
道
祖
神
ヲ
祭
ル
、

庄
左
ェ

門、
幸
右
エ
門
ト
云
者
二
人
守
り
之
杖
ラ
造
テ
道
者
に
売
ル
、
之
ラ
金
剛
杖

と
称
ス
」

が
そ
の
記
録
で
あ
り
、
こ
の
道
祖
神
は
富
士
山
二

合
目
あ
た
り
に
あ
っ
て
、
登
山
者
の
道
中
安
全
祈
願
の
た
め
の
も
の
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

現
在
道
祖
神
祭
り
は
、
一
月
十
四
日
、

五
、
六
の
三

日
間
に
わ
た
る
小
正
月
の
行
事
に
習
合
さ
れ
て
い
る
が
、

本
来
は
村
の
境
や
橋
詰

め
な
ど
に
祀
ら
れ
て
、

他
所
か
ら
く
る
悪
霊
や
疫
病
を
防
ぐ
た
め
の
塞
の
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
次
第
に
信
仰

対
象
が
広
げ
ら
れ
て
、
五
穀
豊
饒
や
無
病
息
災
家
内
安
全
の
守
護
神
と
も
な
り
、
さ
ら
に
性
の
神
ま
で
発
展
し
て
い
っ
た
。
信
仰
対
象
が

広
い
こ
と
は
そ
れ
だ
け
強
い
神
威
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

性
的
な
信
仰
対
象
に
発
展
し
た
理
由
は
、
五
穀
豊
饒
に
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
雄
し
べ
雌
し
べ
の
交
配
の
理
が
、
子
孫
繁
栄
に
結

び
つ
い
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

さる
た
ひ
こ
の
み
こ
と

道
祖
神
の
祭
神
は
土
地
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
、
鳴
沢
の
場
合
は
猿
田
彦

命
と
さ
れ
た
り
、
養
蚕
の
守
護
神
と

し
て
オ
シ
ラ
サ
マ
で
あ
っ
た
り
、
夫
婦
和
合
の
神
様
と
か
縁
結
び
の
神
な
ど
と
多
面
的
に
信
仰
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
広
い
範
囲
に
神
威
を
示
し
て
い
る
の
で
、

日
常
生
活
の
寄
り
ど
こ
ろ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
盛
大
に
祀
ら
れ
る
時
期

は
、
一
月
十
四
日
か
ら
十
六
日
ま
で
の
小
正
月
で
あ
る
。
特
に
十
四
日
正
月
に
焚
く
ド
ン
ド
焼
き
は
、
夜
明
け
近
く
ま
で
焼
き
「
イ
リ
マ

シ
サ
マ
」
と
呼
ぶ
月
が
山
の
端
に
か
か
る
状
況
で
、
そ
の
年
の
豊
凶
を
占
っ
た
と
い
う
。

こ
ろ
し
ん

庚
申
信
仰
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お
ん
よ
う

こ
の
信
仰
は
中
国
に
起
こ
っ
た
老
荘
思
想
に
、
陰
陽
五
行
説
な

ど
が
習
合
し
て
成
立
し
た

「
道
教」
に

基
づ
く
も
の
で
、

道
教
は

う
し

お老
子
を
教
祖
と
し
張
道
陵
を
教
団
の
開
祖
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

た
い
し
ゃ
く
て
ん

せ
い
め
ん
こ
ん
ご
う

日
本
に
渡
っ
て
仏
教
の
思
想
と

習
合
し
帝 読
釈 ん
天

・
青
面
金
剛

を
信
仰
の
対
象
と
す
る
よ
う
に
な
り
、

七
世
紀
の
初
め
こ
ろ
か
ら

W
信
仰
は
は
じ
め
ら
れ
た
が
、
庶
民
の
信
仰
と
し
て
盛
ん
に
な
っ
た

の
は
江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

さ
ん
し

一
般
的
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
信
仰
の
内
容
は
、
人
間
の
体
内
(
心
の
中
)
に
は
常
に
三
戸
と
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
が
宿
っ
て
い
て
、
二

か
の
え
さ
る

ヵ
月
に
一
度
く
ら
い
の
間
隔
で
め
ぐ
っ
て
く
る
庚
申
の
日
の
夜
、
人
び
と
が
眠
り
に
つ
く
と
体
内
か
ら
抜
け
出
し
て
、
天
帝
(
帝
釈
天
)

の
も
と
へ
そ
の
者
の
罪
過
を
告
げ
る
の
だ
と
信
じ
ら

れ
、
人
び
と
は
己
の
罪
過
が
告
げ
ら
れ
て
天
帝
の
怒
り
に
触
れ
る
と
命
が
絶
た
れ
る

と
考
え
、
そ
れ
を
恐
れ
て
、
こ
の
夜
は
眠
る
こ
と
な
く
天
帝
を
祀
り
続
け
る
と
い
う
習
慣
が
生
ま
れ
た
。

し
か
し
、
個
々
で
こ
れ
を
行
う
と
、
無
意
識
に
眠
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
た
め
、
近
隣
や
知
人
な
ど
を
誘
っ
て
講
を
組
み
、
互
い
に

励
ま
し
合
っ
て
眠
り
を
避
け
よ
う
と
し
た
こ
と
か
ら
、
各
地
に
庚
申
講
が
誕
生
し
て
一
年
の
う
ち
六
日
ほ
ど
め
ぐ
っ
て
く
る
庚
申
の
日
に

行
事
を
し
て
い
た
。

こ
う
し
て
集
合
体
が
で
き
る
と
、
自
然
帝
釈
天
や
青
面
金
剛
を
祀
る
堂
の
建
立
や
、
塚
が
築
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
村
境
な
ど
に

祈
願
の
目
印
と
な
る
塔
を
建
て
た
り
、
青
面
金
剛
を
刻
ん
だ
石
仏
な
ど
を
祀
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
庚
申
堂
で
あ
り
庚
申
塚
で
あ
り

さ
ら

に
庚
申
塔
と

呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

か
ん
し

こ
う
し
た
堂
や
塚
を
造
立
す
る
時
期
は
、
お
お
む
ね
、
干
支
(
十
干
十
二
支
)
が
ひ
と
回
り
す
る
六
十
年
に
一
度
の
庚
申
年
を
期
す
る
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場
合
が
多
く
、
塔
や
青
面
金
剛
の
台
座
な
ど
に
、
三
匹
の
猿
(
見
ザ
ル
・
言
わ
ザ
ル
・
聞
か
ザ
ル
)
が
刻
ん
で
あ
る
。
こ
れ
は
こ
の
三
猿
を
己

の
体
内
に
宿
る
三

戸
に

見
立
て
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
猿
に

"
自
分
の
罪
過
を
見
て
い
て

も
、

聞
い
て
い
て
も
、
天

帝
の
許
で
決
し
て
い
わ
な

い
で
欲
し
い
!
と
い
う
切
実
な
願
い
を
表
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
三
猿
の
ほ
か
に
日
月
や
鶏
が
刻
ん
で
あ
る
も
の
も
あ
る
。

ひ
ゃ
く
ま
ん
べ
ん

百
万
遍

十
四
世
紀
の
初
め
こ
ろ
、

京
都
の
智
恩
寺
善
阿
上
人
が
疾
病
退
散
の
た
め
に
行
っ
た
こ
と
に
始
ま
る
と
い
う
こ
の
行
事
は
、

七
日
間
に

百
万
回
の
念
仏
を
唱
え
る
行
で
、

庶
民
の
間
に
普
及
し
た
の
は
江
戸
時
代
か
ら
で
あ
っ
て
、
す
で
に
こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
疾
病
退
散
は
も

ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、

農
村
で
は
農
作
業
の
豊
作
を
願
っ
て
虫
送
り
や
雨
乞
い
の
祈
願
に
ま
で
、
こ
れ
を
通
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。

じ
ゅ

こ
の
行
は
た
だ
念
仏
を
唱
え
る
だ
け
で
な
く
、
行
に
集
ま
っ
た
人
び
と

が
、
堂
な
り
頭
家
の
座
敷
な
り
で
円
座
を
組
み
、
大
き
な
数
珠

を
回
し
な
が
ら
念
仏
を
唱
え
る
の
が
例
で
、
数
珠
は
大
玉
小
玉
を
含
め
て
人
間
の
持
つ
百
八
つ
の
煩
悩
の
数
か
、

そ
の
倍
数
の
二

百
十
六

個
の
珠
を
つ
け
た
、

直
経
二
・
三

が
も
あ
る
大
数
珠
で
あ
る
。

本
来
は
七
日
七
夜
の
行
で
あ
っ
た
が
、
庶
民
の
間
に
普
及
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
月
の
う
ち
一
定
の
日
を
定
め
て
講
中
の
者
が

集
ま
り
、

一
夜
だ
け
で
済
ま
す
場
合
と
、

月
の
う
ち
六
日
の
斎
戒
日
(
忌
み
日
)
と
し
た
八
日
・
十
四
・
五
日
・
二

十
三

日
・
二
十
九
・

三
十
日
の
六
斎
日
を
講
の
日
と

定
め
て
六
斎
念
仏
と
す
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。

百
万
遍
と
い
う
数
字
は
並
大
抵
の
も
の
で
は
な
い
の
で
、
講
に
集
ま
る
人
び
と
は
そ
の
数
の
成
就
を
め
ざ
し
て
回
を
重
ね
、
回
が
重
な

れ
ば
重
な
る
ほ
ど
に
仏
の
功
徳
に
近
づ
け
る
と
し
、
百
万
遍
を
達
成
す
る
と
、
そ
の
記
念
と
し
て
「
百
万
遍
供
養
塔
」
の
建
立
を
行
っ
た

り
し
た
。

鳴
沢
村
内
に
も
か
つ
て
は
何
組
か
の
百
万
遍
講
が
組
織
さ
れ
て
い
て
、

古
老
の
話
に
よ
る
と
大
正
時
代
の
末
こ
ろ
ま
で
厄
除
け
や
雨
乞

い
の
行
事
に
百
万
遍
講
が
開
か
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
、
そ
の
当
時
使
わ
れ
て
い
た
大
数
珠
が
、
昭
和
五
十
七
年
七
月
通
玄
寺
で
発
見
さ
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れ
、

現
在
教
育
委
員
会
の
資
料
室
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
大
数
珠
は
直
径
十
五
秒
の
大
玉
二
個
と
、
直
径
六
形
の
小
玉
二
百
十
四
個
を
一
本
の
細

引
き
で
縛
い
だ
も
の
で
、
小
玉
に
は
「
理
趣
分
の
呪
」
と
い
う
呪
文
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
墨
書
き

さ
れ
て
い
る
。

納
慕
薄
伽
筏
帝
針
刺
壤
波
羅
弭
多
曳
袒
姪
他
室
麗
曳
室
曜
曳
室
曜
曳
室
曜
曳
細
娑
婆
訶

こ
の
大
数
珠
を
一
人
が
一
個
を
繰
っ
て
つ
ぎ
に
座
っ
て
い
る
人
に
送
る
た
び
に
「
南
無
阿
弥

陀
仏
」
の
六
字
名
号
を
唱
え
る
そ
の
唱
和
の
声
が
、
こ
の
村
の
各
地
で
お
ご
そ
か
に
聞
け
た
で

あ
ろ
う
こ
と
を
想
像
す
る
と
、

貧
し
い
中
で
も
肩
を
寄
せ
合
い
邪
心
を
払
拭
し
て
祈
り
に
生
き

た
人
び
と
の
、

尊
い
心
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

通
玄
寺
前
の
六
地
蔵
も
当
時
の
講
中
の
者
で
建
て
た
と
い
い
、

雨
乞
い
・
病
気
平
癒
・
台
風

回
避
の
目
的
で
春
日
神
社
や
魔
王
天
神
社
に
祈
禱
を
捧
げ
た
と
き
も
、
百
万
遍
は
行
わ
れ
、
特

に
雨
乞
い
祈
願
の
折
は
白
大
竜
王
の
池
の
水
、
榛
名
の
池
の
水
、
龍
宮
の
水
を
も
ら
い
受
け
て

混
ぜ
合
わ
せ
、

神
前
に
供
え
て
か
ら
雨
乞
い
の
歌
を
唱
し
な
が
ら
、
鉦
や
太
鼓
を
た
た
き
百
万

遍
を
唱
え
て
功
徳
を
求
め
た
と
い
う
話
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

天
神
峠
白
大
人
龍
王

信
仰

竜
王
信
仰
は
各
地
に
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
白
大
」
と
は
、
そ
の
縁
起
に
あ
る
よ
う
に
、
富
士
山
一
合
目
に
あ
る
氷
池
か
ら
立
ち
登

る
白
雲
が
、
霊
山
の
山
腹
を
よ
じ
登
っ
て
頂
上
に
達
す
る
状
況
か
ら
、
白
い
大
き
な

竜が
連
想
さ
れ
て
、
そ
の
名
が
生
ま
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
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竜
王
は
仏
教
発
生
以
前
に
イ
ン
ド
で
信
仰
さ
れ
て
い
た
異
教
神
が
、

釈
迦
の

説
法
に
教
化
さ
れ
て
、
仏
法
護
持
の
守
護
神
と
な
っ
た
天
竜
八
部
衆
、
ま
た
は

竜
神
八
部
衆
(
一
般
的
に
八
部
衆
と
い
わ
れ
る
)
の
総
称
で
、
も
と
も
と
は
鳥
獣

の
王
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

白
竜
が
霊
山
の
麓
か
ら
頂
上
に
達
す
る
姿

は
、

富
士
山
を
信
仰
す
る
道
者
の

心
と
解
さ
れ
て
、

富
士
講
の
先
達
な
ど
の
信
仰
の
対
象
と
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
の
ち
に
は
村
人
た
ち
の
渇
望
す
る
雨
乞
い
行
事
や
、
五
穀
豊
饒
を
も
た
ら

す
神
と
し
て
信
仰
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

天
神
峠
に
あ
る
白
大
竜
王
の
碑
(
文
政
十
年
・
一
八
二
七
銘
)
や
、

一
合
目
の

氷
池
に
あ
る
両
は
こ
う
し
た
深
い
信
仰
か
ら
建
て
ら
れ
た
遺
構
で
あ
る
。

秋
葉
信
仰

現
在
の
よ
う
に
電
気
器
具
や
ガ
ス
器
具
が
発
達
し
、
し
か
も
予
防
対
策
も
完

備
し
て
い
る
と
、
火
災
に
対
す
る
恐
怖
も
さ
ほ
ど
感
じ
な
い
が
、
少
な
く
て
も

太
平洋

戦
争
以
前
こ
ろ
ま
で
は
、
こ
う
し
た
文
化
生
活
は
ま
だ
想
像
で
き
な
い

ほ
ど
、
日
本
人
の
く
ら
し
は
き
わ
め
て
原
始
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

と
り
わ
け
日
常
生
活
で
、
も
っ
と
も
中
心
に
な
っ
た
火
の
取
り
扱
い
は
、
室
内
で
薪
を
燃
や
す
こ
と
だ
け
に
危
険
性
の
多
い
も
の
で
、

囲
炉
裏
に
し
ろ
釜
戸
に
し
ろ
特
別
の
心
遣
い
を
払
う
と
同
時
に
、
火
気
に
か
か
わ
る
神
へ
の
祈
願
は
重
要
で
あ
っ
た
。

一
般
に
防
火
を
司
ど
る
神
を
「
三

宝
荒
神
」
ま
た
は
「
お
荒
神
さ
ん
」
と
呼
ん
で
い
た
が
、
文
字
通
り
荒
々
し
い
神
と
し
て

観
念
し
、
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こ
れ
を
粗
末
に
し
た
り
穢
れ
を
近
づ
け
た
り
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
、
い
つ
も
清
潔
を
旨
と
し
、
ま
た
地
域
内
に
祀
ら
れ
て
い
る
秋
葉
社

ひ
ぶ
せ

に
参
詣
し
て
、

常
々
火
伏
(
火

防)
の
祈
願
を
怠
ら
ず
、

秋
葉
社
の
神
札
を
火
ど
こ
ろ
に
貼
っ
て
守
護
を
願
う
こ
と
も
行
わ
れ
た
。

村
落
共
同
体
の
中
で
は
、
自
ら
の
不
始
末
に
よ
っ
て
火
事
を
出
し
、
近
隣
に
ま
で
損
害
を
与
え
る
こ
と
は
大
罪
と
さ
れ
て
い
た
た
め
も

あ
っ
て
、

秋
葉
信
仰
お
よ
び
、
三
宝
荒
神
信
仰
は
長
い
間
地
域
に
根
ざ
し
て
い
っ
た
。
そ
の
た
め
屋
敷
神
と
し
て
荒
神
を
祀
る
家
も
少
な

く
な
か
っ
た
。

そ
の
他
の
信
仰

民
間
の
信
仰
は
前
述
の
ほ
か
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
人
び
と
の
生
活
の
中
で
、
素
朴
の
祈
り
の
対
象
と
な
っ
て
い
た

が、
常
民
に
と
っ
て
生
き
る
こ
と
の
意
味
は
、
神
仏
に
加
護
さ
れ
な
が
ら
生
か
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
認
識
し
、
す
べ
て
を
神
仏
に
依
存
し

て
い
た
か
ら
、
地
上
に
立
て
ば
「
地
神
」
に
祈
り
、
川
が
あ
れ
ば
「
水
の

神
」
に
祈
り
、
山
に
は
山
の

神、
風
に
は
風
の
神
と
い
っ
た
も

の
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
存
在
し
て
い
た
の
で
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
信
仰
の
幅
は
、
広
い
範
囲
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
、
そ
の
祈
り
の
名
残
り

と
し
て
現
在
も
地
域
の
各
地
に
、

塔
や
碑
ま
た
は
祠
と
か
、

大
木
や
石
な
ど
の
中
に
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
具
体
的
な
対
象
と
な
る
神
仏
が
あ
る
も
の
の
ほ
か
、

人
々
が
日
々
の
生
活
の
中
で
個
人
的
に
利
害
を
思
い
合
わ
せ
て
、

生
き

ざ
ま
の
目
安
と
す
る
信
仰
も
多
く
あ
っ
て
、
一
般
的
に
そ
う
し
た
も
の
を
俗
信
と
名
づ
け
、
ま
た
迷
信
と
し
て
捉
え
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

俗
信
に
類
す
る
も
の
で
は
、
主
と
し
て
古
代
の
信
仰
お
よ
び
呪
術
が
、

宗
教
の
域
ま
で
高
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
、

民
間
に
退
化
し
な
が

ら
残
さ
れ
た
も
の
や
、

宗
教
の
下
部
的
要
素
が
民
間
に
脱
落
し
退
化
し
た
広
義
の
信
仰
慣
行
で
、

組
織
を
持
た
な
い
呪
術
宗
教
的
な
心
意

こ
と
わ
ざ

と
な

美

現
象
を
示
す
、
例
え
ば
前
兆
予
知
・
ト
占
・
禁
忌
・
呪
法
な
ど
が
そ
れ
で
、
ま
た
こ
れ
に
ま
つ
わ
る
諺
・
唱
え
言
・
民
間
療
法
・
民
間

知
識
や
、
妖
怪
変
化
と
か
幽
霊
など

の
現
象
も
含
ま
れ
て
い
る
。

例
え
ば
前
兆
予
知
で
は
、
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「
朝
虹
に
川
を
渡
る
な
」
と
か
「
秋
の
夕
焼
鎌
を
と
げ
」
な
ど
で
、
前
者
は
朝
虹
が
出
る
と
上
流
で
雨
が
降
っ
た
こ
と
を
知
ら
せ
て
い

る
の
で
、
間
も
な
く
下
流
に
増
水
し
て
く
る
か
ら
、
川
を
渡
る
と
危
険
で
あ
る
こ
と
を
予
知
し
、
後
者
で
は
秋
の
夕
焼
け
は
翌
日
晴
天
を

予
知
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
「
鎌
を
と
い
で
準
備
を
し
ろ
」
と
教
え
る
も
の
で
、
こ
う
し
た
も
の
は
科
学
的
に
も
立
証
さ
れ
る
こ
と
で
あ

る
か
ら
、
民
間
知
識
と
し
て
も
分
類
さ
れ
て
い
る
。

鳴
沢
村
周
辺
で
は
特
に
「
富
士
山
と
雲
」
の
関
係
か
ら
天
候
を
予
知
し
た
り
、

農
作
業
の
目
安
に
し
た
り
す
る
例
が
多
く
あ
っ
た
。

ト
占
は

「
う
ら
な
い
」
ご
と
に
よ
り
事
の
吉
凶
を
は
か
る
も
の
で
、
古
い
時
代
に
は
鹿
の
骨

(
け
ん
甲
骨
)
を
焼
い
て
そ
の
ひ
び
割
れ

の
状
態
か
ら
吉
凶
を
判
断
し
た
こ
と
が

『
古
事
記
』
な
ど
に
記
さ
れ
て
い
る

。

い
つ
の
時
代
で
も
人
は
未
知
の
も
の
に
対
す
る
と
き
に
、
そ
の
結
果
に
大
き
な
不
安
を
抱
く
の
が
常
で
あ
っ
て
、
こ
の
不
安
を
解
消
す

る
た
め
に
神
仏
に
頼
っ
て
指
示
を
得
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
ト
占
と
い
う
手
段
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
用
い
る
用
具
や
対
象

と
す
る
自
然
現
象
は
、
い
ろ
い
ろ
の
形
で
登
場
し
て
く
る
が
、
と
り
わ
け
一
般
的
な
も
の
で
は
神
社
の
お
み
く
じ
と
か
、
占
師
に
よ
る
易

断
、

農
事
で
は
新
年
の
筒
粥
行
事
な
ど
が
あ
る
。

ま
た
道
に
迷
っ
た
と
き
持
ち
物
を
投
げ
て
方
向
を
決
め
た
り
、

花
び
ら
を
一
枚
一
枚
取
っ
て
最
後
の
花
び
ら
で
吉
凶
を
判
断
す
る
「
花

占
い
」
な
ど
も
こ
れ
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。

禁
忌
に
属
す
る
も
の
に
は
極
め
て
教
訓
的
な
も
の
が
多
く
、

例
え
ば
「
赤
飯
に
お
茶
を
か
け
て
食
べ
る
と
、

結
婚
式
の
日
に

雨
が
降

る
」
と
か
「
食
後
す
ぐ
横
に
な
る
と
牛
に
な
る
」

「
ひ
が
ん
花
を
摘
ん
で
く
る
と
歯
が
こ
ぼ
れ
る
」
「
葬
式
の
列
に
指
を
差
す
と
歯
が
欠

け
る
」
な
ど
、
行
儀
作
法
や
他
人
に
対
す
る
心
遣
い
、
ま
た
毒
の
あ
る
植
物
に
手
を
触
れ
な
い
よ
う
に
、
注
意
を
促
す
も
の
な
ど
多
種
多

様
で
あ
る

。

特
に
鳴
沢
村
に
古
く
か
ら
い
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
の
種
の
も
の
で
、
旅
に
関
す
る
も
の
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
禁
忌
が
あ
る
。
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「
月
の
八
日
に
旅
立
つ
人
は
、
帰
る
ま
え
ぞ
え
こ
の
門
に
」
と
い
う
の
が
そ
れ
で
、
こ
の
日
是
非
と
も
旅
に
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者

は
、

前
の
日
に
履
き
物
を
他
の
家
に
預
け
て
お
い
て
、
そ
れ
を
履
い
て
い
く
と
か
、

前
の
晩
親
類
へ
泊
ま
っ
て
そ
こ
か
ら
旅
立
つ
と
か
し

た
と
い
う
。

呪
法
に
類
す
る
も
の
は
、
一
般
に
い
う
「
ま
じ
な
い
」
の
手
段
で
、
こ
の
種
の
も
の
も
か
な
り
多
い
。
例
え
ば
日
常
生
活
の
中
で
「
し

ひ
た
い

び
れ
」
が
切
れ
た
と
き
、

額
に
つ
ば
を
つ
け
な
が
ら

唱
え
言
を
い
っ
た
り
、

歯
の
痛
む
場
合
頬
を
こ
す
り
な
が
ら
呪
言
を
唱
え
た
り
、
遠

足
の
前
日
「
テ
ル
テ
ル
坊
主
」
を
作
っ
て
晴
天
に
な
る
こ
と
を
祈
っ
た
り
す
る
の
も
、
呪
法
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
ま
た
祭
事
に
関
係
の
あ

る
も
の
で

は
、

節
分
の
日
の
作
り
も
の
で
「
い
わ
し
の

頭
」
を
「
ヒ
イ
ラ
ギ
」
の
枝
に
差
し
て
門
口
に
飾
る
こ
と
や
、
風
祭
の
際
に
鎌
を

竹
竿
の
先
に
つ
け
て
、
家
の
屋
根
よ
り
高
く
飾
る
こ
と
な
ど
も
そ
れ
で
あ
る
。

ま
た
分
類
は
別
と
し
て
俗
信
に
類
す
る
も
の
を
列
挙
す
る
と

、

〇
山
野
で
箸
を
作
っ
て
食
事
を
し
た
と
き
、

食
後
に
折
り
捨
て
な
い
と
た
た
り
が
あ
る
。

○
朝
グ
モ
は
福
グ
モ
で
あ
り
、
夜
現
れ
る
ク
モ
は
盗
っ
と
グ
モ
で
あ
る
。

○
カ
ラ
ス
が
激
し
く
鳴
く
と
人
が
死
ぬ
。

○
火
じ
ろ
の
中
へ
小
便
す
る
と
、
三

宝
荒
神
の
た
た
り
が
あ
る
。

○
ト
ロ
飯
を
食
っ
た
茶
椀
で
茶
を
飲
む
と
中

気
に
な
る
。

〇
十
五
夜
を
し
た
ら
十
三
夜
も
必
ず
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。
(
片
見
月
は
不
幸
を
呼
ぶ
)

〇
友
引
き
の
日
に
葬
式
を
出
す
と
、
他
の
者
も
引
き
込
ま
れ
て
死
ぬ
。

○
下
の
歯
が
抜
け
た
と
き
は
屋
根
に
、
上
の
歯
の
と
き
は
床
の
下
へ
投
げ
る
。

○
庚
申
の
夜
は
夫
婦
の
交
わ
り
を
避
け
ぬ
と
悪
い
子
が
生
ま
れ
る

。
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ひ
の
え
う
ま

〇
丙
午
の
女
は
縁
が
薄
い
。

○
夜
爪
を
切
る
と
凶
事
が
起
こ
る
。

○
北
枕
で
寝
る
と
死
ぬ
。

○
氷
と
天
ぷ
ら
は
食
べ
合
わ
せ
が
悪
い
。

○
雷
が
鳴
る
と
き
ヘ

ソ
を
出
し
て
い
る
と
ヘ
ソ
を
取
ら
れ
る
。

○
お
百
度
参
り
を
す
る
と
願
い
ご
と
が
か
な
う
。

〇
蛙
に
小
便
を
ひ
り
か
け
る
と
チ
ン
坊
が
曲
が
る
。

な
ど
例
を
挙
げ
る
と
き
り
が
な
い
。

迷
信

こ
の
よ
う
な
俗
信
の
中
で
特
に
社
会
生
活
上
に
甚
だ
し
い
実
害
を
及
ぼ
し
て
い
る
も
の
も
か
な
り
多
く
あ
る
が
、
そ
れ
を
迷
信
と
呼
ん

で
い
る
。

明
治
以
後
の
開
化
主
義
に
つ
れ
て
「
迷
信
」
と
い
う
言
葉
は
生
ま
れ
た
が
、

非
科
学
的
と
か
不
合
理
性
と
か
が
、

正
信
と
迷
信
を
区
別

す
る
尺
度
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
信
仰
の
世
界
は
形
而
上
の
世
界
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
は
合
理
性
と
非
合
理
性
と
が
背
中
合
わ
せ
に

な
っ
て
い
る
の
で
、
正
信
・
迷
信
は
時
代
に
よ
り
、
ま
た
地
方
に
よ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
民
衆
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
で
あ

る
か
ら
、
必
ず
し
も
「
こ
れ
は
正
信
で
、
こ
れ
は
迷
信
で
あ
る
」
と
い
う
断
定
は
で
き
な
い
。

例
え
ば
例
示
し
た
中
で
「
雷
が
鳴
る
と
き
ヘ
ソ
を
出
し
て
い
る
と
ヘ
ソ
を
取
ら
れ
る
」
と
い
う
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
小
児
に
対
す
る

警
告
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
期
腹
を
冷
や
す
と
病
気
の
も
と
に
な
る
と
い
う
、
成
人
の
生
活
体

験が
編
み
出
し
た
ひ
と
つ
の
教
訓
で
も
あ
る

か
ら
、
非
科
学
的
な
迷
信
と
し
て
一
概
に
処
理
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

村
の
生
活
の
中
に
あ
る
こ
れ
ら
の
俗
信
を
採
集
し
て
検
討
す
る
こ
と
は
今
後
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

(
志

摩
阿
木
夫
)
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