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一二三四

問
題

祖
先
祭
祀
研
究
の
動
向

祖
先
祭
祀
研
究
の
条
件

家
族
の
構
造
と
祖
先
祭
祀

論

文
要
旨

　
最
近
と
く
に
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
社
会
人
類
学
・
日
本
民
俗
学
・
社
会
学
・
宗
教
学

な
ど
に
お
い
て
祖
先
祭
祀
研
究
が
極
め
て
活
発
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
一
九

七
〇
年
以
前
の

研
究
は
フ

ォ

ー
テ
ス
・
M
の
ア
フ
リ
カ
研
究
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

単
系
出
自
集
団
と
祖
先
祭
祀
と
の
関
係
で
あ
っ
た
。
日
本
に
お
い
て
も
こ
の
時
期
の
研
究

は
、
単
系
出
自
集
団
で
あ
る
同
族
組
織
や
家
と
祖
先
祭
祀
の
研
究
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、

一
九
七
〇
年
以
降
の
研
究
は
、
単
系
出
自
集
団
以
外
の
親
族
組
織
と
祖
先
祭
祀
と
の
関
係

に
関
心
が
あ
つ
ま
っ
て
き
た
。

　
こ

う
し
た
活
発
な
祖
先
祭
祀
研
究
を
促
進
さ
せ
て
き
た
条
件
の
第
一
は
、
「
仏
壇
ブ
ー

ム

」
や

「
墓
ブ

ー
ム
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
日
本
社
会
が
今
日
祖
先
祭
祀
を
ど
の
よ

う
に
遂
行
す
る
か
に
つ
い
て
一
種
の
社
会
問
題
的
状
況
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二

は
、
戦
後
の
日
本
の
家
族
の
変
化
を
ど
う
評
価
す
る
か
が
家
族
研
究
者
へ
の
課
題
に
な
っ

て

き
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
問
題
へ
の
接
近
に
あ
た
っ
て
祖
先
祭
祀
研
究
が
大
き
な
意
味

を
持

ち
得
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
三
は
昭
和
初
期
に
本
格
的
に
開
始
さ
れ
た

日
本
の
家
族
・
親
族
の
実
証
的
研
究
に
お
い
て
、
長
い
間
家
族
は
労
働
組
織
す
な
わ
ち
経

済
的

な
単
位
と
し
て
研
究
さ
れ
て
き
た
の
に
対
し
て
、
い
ま
儀
礼
的
祭
祀
的
側
面
か
ら
の

家
族
研
究
に
ょ
っ
て
、
あ
ら
た
な
家
族
研
究
の
展
開
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
現
在
の
祖
先
祭
祀
研
究
、
と
り
わ
け
こ
の
共
同
研
究
「
家
族
・
親
族
と
先
祖
祭
祀
」
に

は

つ
ぎ
の
よ
う
な
課
題
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
は
日
本
の
祖
先
祭
祀

の

地
域
的
な
変
差
が
ま
ず
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
第
二
は
日
本
の
祖
先
祭
祀
の

長
期
的
・
短
期
的
変
化
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
第
三
は
祖
先
祭
祀
の
諸
形
態

が

日
本
人
の
死
者
観
、
他
界
観
と
ど
う
か
か
わ
っ
て
い
る
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
。
第
四
は
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
の
祖
先
祭
祀
の
位
置
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
通
し
て
日
本
人
の
基
層
信
仰
の
ひ
と
つ
と
し
て
の
祖
先
祭
祀
を
、
現

段
階
に
お

い

て
、
社
会
構
造
と
祖
先
観
の
両
面
か
ら
総
合
的
に
明
ら
か
に
す
る
の
が
本
共

同
研
究
の
課
題
で
あ
る
。
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一　
問

題

　
最
近

と
く
に
一
九
七
〇
年
代
以
降
に
お
い
て
社
会
人
類
学
・
日
本
民
俗
学
・
社
会

学
・
宗
教
学
を
は
じ
め
と
し
て
、
考
古
学
や
歴
史
学
に
お
い
て
も
祖
先
祭
祀
研
究
が

き
わ
め
て
活
発
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
一
九
八
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
森

岡
清
美
編
『
近
現
代
に
お
け
る
「
家
」
の
変
質
と
宗
教
』
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、

最
近
の

祖
先
祭
祀
研
究
の
一
つ
の
大
き
な
特
徴
は
社
会
構
造
、
と
り
わ
け
家
族
（
家
）

や
親
族
組
織
と
の
構
造
的
関
連
で
あ
る
。
本
稿
は
日
本
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
祖
先

祭
祀
研
究
を

社
会
人
類

学
、
日
本
民
俗
学
、
社
会
学
を
中
心
と
し
て
学
史
的
に
検
討

し
、
今
日
の
祖
先
祭
祀
研
究
の
課
題
、
と
り
わ
け
こ
の
共
同
研
究
「
家
族
・
親
族
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

先
祖
祭
祀
」
の
研
究
課
題
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
　
祖
先
祭
祀
研
究
の
動
向

θ
　
単
系
親
族
組
織
と
祖
先
祭
祀

　
早

く
か
ら
祖
先
祭
祀
研
究
を
開
始
し
、
も
っ
と
も
多
く
の
研
究
を
蓄
積
し
て
き
た

の

は
社
会
人
類
学
で
あ
る
が
、
社
会
人
類
学
の
祖
先
祭
祀
研
究
は
、
一
九
六
〇
年
代

に
お
け

る
親
族
研
究
の
大
き
な
変
化
に
対
応
し
て
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
大
き
く
変

貌

し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
九
七
〇
年
以
前
の
祖
先
祭
祀
研
究
を
指
導
し
て

き
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
人
類
学
者
マ
イ
ヤ
ー
・
フ
ォ
ー
テ
ス
で
あ
り
、
彼
の

祖
先
祭
祀
研
究
は

『
祖
先
崇
拝
の
論
理
』
（
一
九
八
〇
年
）
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
中
で
フ
ォ
ー
テ
ス
は
祖
先
崇
拝
の
概
念
、
条
件
、
研
究
方
法
な
ど
に
つ
い
て
論

じ
て
い
る
が
、
フ
ォ
ー
テ
ス
の
研
究
の
中
心
は
ア
フ
リ
カ
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
単

系
出
自
を
基
礎
と
す
る
親
族
組
織
と
祖
先
崇
拝
と
の
関
連
で
あ
っ
た
。

　
フ

ォ

ー
テ
ス
は
ま
ず
祖
先
崇
拝
を
「
死
老
の
霊
魂
が
存
在
し
て
子
孫
に
何
ら
か
の

影
響
を
及
ぼ
す
能
力
を
保
持
し
続
け
る
と
信
じ
ら
れ
、
祖
先
を
祭
祀
す
る
信
仰
習
俗
」

と
規
定
し
た
上
で
、
祖
先
崇
拝
に
不
可
欠
な
特
性
と
し
て
次
の
二
点
を
指
摘
し
て
い

る
。
第
一
は
「
先
祖
と
し
て
の
資
格
を
得
る
た
め
に
、
死
は
充
分
な
条
件
と
は
い
え

な

い

が
、
必
要
な
条
件
で
は
あ
る
」
（
フ
ォ
ー
テ
ス
一
九
八
〇
“
一
六
五
）
と
い
う

事
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
祖
先
崇
拝
が
成
立
す
る
た
め
に
は
人
間
の
「
死
」
が
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

生
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
「
死
者
」
が
必
ず
し
も
「
祖
先
」
と
し
て
崇
拝
さ

れ

る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
事
実
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
祖
先
崇
拝
と
死

者
崇
拝
と
の
区
別
の
必
要
性
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
二
は
「
先
祖
た
ち
が
単

に
記
念

さ
れ
た
り
、
社
会
的
目
的
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
真
に
崇
拝

と
い
え
る
た
め
に
は
、
祖
先
と
の
か
か
わ
り
を
保
つ
手
段
と
し
て
儀
礼
が
発
達
し
て

い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
フ
ォ
ー
テ
ス
一
九
八
〇
二
六
五
）
こ
と
で
あ
る
。
祖

先
崇
拝
の
儀
礼
と
は
祈
祷
、
神
酒
奉
納
、
供
犠
そ
の
他
の
行
為
で
あ
る
。
こ
の
意
味

で
祖
先
崇
拝
は
死
亡

し
た
先
祖
に
向
け
ら
れ
た
慣
習
化
し
た
信
仰
や
行
事
か
ら
成
り

立
っ
て
い
る
と
フ
ォ
ー
テ
ス
は
規
定
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
フ
ォ
ー
テ
ス
の
議
論
は
「
祖
先
」
の
概
念
の
検
討
へ
と
進
む
。
祖
先
が
単

な
る
死
者
で
な
い
と
す
れ
ば
、
祖
先
に
は
ど
の
よ
う
な
条
件
が
必
要
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
フ
ォ
ー
テ
ス
は
祖
先
と
子
孫
と
の
関
係
に
注
目
し
て
、
「
祖
先
と

し
て
社
会
的
に
認
め
ら
れ
る
の
は
、
子
孫
が
生
存
し
、
彼
ら
が
子
孫
で
あ
る
こ
と
が

8
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明
確
に
認
め
ら
れ
れ
ぽ
こ
そ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
く
必
要

が

あ
る
L
（
フ
ォ
ー
テ
ス
一
九
八
〇
二
六
八
）
と
の
べ
た
う
え
で
、
「
祖
先
と
し
て

の

身
分
を
確
保

し
、
祖
先
崇
拝
と
い
う
形
で
儀
礼
的
奉
仕
を
受
け
る
た
め
に
は
、
し

か

る
べ
く
認
め
ら
れ
た
子
孫
が
生
存
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
の
重
大
な
第
一

歩

は
、
親
と
し
て
の
身
分
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
る
」
（
フ
ォ
ー
テ
ス
一
九
八
〇
‥

一
六
九
）
と
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
祖
先
崇
拝
が
成
立
す
る
た
め
に
は
何
ら
か

の

形
で
子
孫
と
の
間
に
親
子
関
係
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
祖
先
崇

拝
が

親
子
関
係
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
と
フ
ォ
ー
テ
ス
は
強
調
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
フ
ォ
ー
テ
ス
の
結
論
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
「
祖
先
崇

拝
は
終
局
的
に
は
、
親
子
関
係
と
い
う
核
を
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
が
ど
の
よ
う
に
構
成

す

る
か
、
そ
の
あ
り
方
に
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
」
（
フ
ォ
ー
テ
ス
一
九
八
〇
‥

一
六
九
）
。
つ
ま
り
フ
ォ
ー
テ
ス
に
よ
れ
ば
、
死
者
の
霊
魂
が
何
ら
か
の
形
で
子
孫

に
影
響
を

及
ぼ
す

と
い
う
観
念
の
も
と
に
、
死
を
契
機
と
し
て
正
当
な
先
祖
を
正
当

な
子
孫
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
儀
礼
を
通
じ
て
祀
る
の
が
祖
先
崇
拝
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
結
論
は
祖
先
崇
拝
を
社
会
構
造
と
の
関
連
で
問
題
に
す
る
と
い
う
、
フ
ォ
ー

テ

ス

の

研
究
方
法
に
明
確
な
基
礎
を
提
供
し
た
と
い
え
よ
う
。
祖
先
崇
拝
の
研
究
は

タ
イ
ラ
ー
が
提
起
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
を
宗
教
シ
ス
テ
ム
と
し
て
研
究
す
る
か
、
あ

る
い
は
社
会
関
係
の
構
造
の
一
様
相
と
し
て
研
究
す
る
か
に
よ
っ
て
研
究
方
法
や
概

　
　
　
　
　
　
（
3
）

念
が
大

い
に

異

な
る
。
前
者
は
い
わ
ば
宗
教
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
り
、
後
者
は
社
会

構
造
的
ア

プ

ロ

ー
チ
で
あ
る
。
フ
ォ
ー
テ
ス
は
こ
の
二
つ
の
方
法
の
な
か
で
社
会
構

造
的
ア

プ

ロ

ー
チ
を
選
択
し
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
社
会
人
類
学
の
祖
先
崇
拝
研
究

の

方
法
的
基
礎

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
社
会
構
造
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
中
心
の
問
題
は
、

フ

ォ

ー
テ
ス
が
「
祖
先
崇
拝
が
行
わ
れ
て
い
る
ど
の
社
会
で
も
、
こ
の
信
仰
が
、
家

族
・
親
族
と
出
自
と
い
っ
た
社
会
関
係
や
制
度
に
根
ざ
し
て
い
る
と
い
う
点
に
は
異

論
は

あ
る
ま
い
」
（
フ
ォ
ー
テ
ス
一
九
八
〇
二
三
三
）
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

祖
先
崇
拝
と
社
会
構
造
、
と
り
わ
け
家
族
や
親
族
組
織
と
の
関
連
で
あ
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
方
法
に
も
と
つ
い
て
フ
ォ
ー
テ
ス
が
具
体
的
に
研
究
し
た
の

は
、
タ
レ
ン
シ
族
や
ア
シ
ャ
ン
テ
ィ
族
な
ど
、
父
系
に
せ
よ
母
系
に
せ
よ
単
系
出
自

を

基
礎

と
す
る
親
族
組
織
に
お
け
る
祖
先
崇
拝
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
研
究
か
ら
明

ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
子
孫
と
の
間
に
親
子
関
係
を
設
定
し
え
た
祖
先
の
す
べ
て

が

祖
先
崇
拝
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
父
系
社
会
で
は
父
系
出

自
で
む
す
ぽ
れ
た
先
祖
の
み
が
祖
先
崇
拝
の
対
象
で
あ
り
、
母
系
社
会
で
は
こ
の
逆

　
　
（
4
）

で

あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
フ
ォ
ー
テ
ス
の
祖
先
崇
拝
研
究
の
特
徴
は
当
時
の
親
族
組

織
研
究
が
そ

う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
単
系
出
自
に
も
と
つ
く
親
族
組
織
を
も
つ
社
会

の

祖
先
崇
拝
の
研
究
に
重
点
が
お
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
言
葉
を
か

え
て
い
え
ば
、
単
系
的
な
親
族
組
織
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
方
法
の
ひ
と
つ
と
し

て
、
祖
先
崇
拝
の
研
究
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
フ
ォ
ー
テ
ス
の
祖
先
崇
拝
研
究
は
、
そ
の
後
の
社
会
人
類
学
に
お
け

る
祖
先
祭
祀
研
究
を
方
向
づ
け
た
先
駆
的
研
究
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
に
展
開
し
た
社

会
人
類
学
の

祖
先
祭
祀
研
究
は
フ
ォ
ー
テ
ス
が
提
起
し
た
よ
う
に
、
祖
先
祭
祀
が
社

会
構
造

と
何
ら
か
の
関
連
を
も
つ
こ
と
を
基
本
的
な
前
提
に
し
て
き
た
。
と
く
に
フ

ォ

ー
テ
ス
が
関
心
を
集
中
し
た
祖
先
崇
拝
と
単
系
的
親
族
組
織
と
の
関
連
の
研
究
は
、

そ
の

後
の
祖
先
祭
祀
研
究
の
中
心
課
題
と
な
っ
た
。
中
国
の
単
系
親
族
組
織
と
祖
先

崇
拝
を
分
析
し
た
ウ
閑
留
o
呂
〉
子
冨
゜
（
一
九
五
八
）
の
研
究
は
、
こ
の
視
点
か
ら

9
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の

祖
先
祭
祀
研
究
の
代
表
で
あ
り
、
日
本
に
お
い
て
も
戦
前
の
農
村
社
会
学
や
家
族

社
会
学
を

中
心
に
単
系
親
族
組
織
で
あ
る
家
や
同
族
組
織
と
祖
先
祭
祀
と
の
関
連
を

問
題
に
し
た
有
賀
喜
左
衛
門
（
一
九
五
九
）
、
中
野
卓
（
一
九
六
七
）
、
竹
田
聴
洲

（
一
九

五

八
）
、
米
村
昭
二
（
一
九
七
四
）
な
ど
の
祖
先
祭
祀
研
究
は
、
こ
の
方
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

に
沿

う
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
視
点
か
ら
の
祖

先
祭
祀
研
究
に
対

し
て
、
祖
先
祭
祀
が
は
た
し
て
単
系
親
族
組
識
を
も
つ
社
会
に
固

有
の
現
象
な
の
か
ど
う
か
、
単
系
社
会
に
は
祖
先
祭
祀
が
普
遍
的
に
存
在
す
る
の
か

ど
う
か
、
ま
た
、
単
系
親
族
組
識
を
も
た
な
い
社
会
で
は
祖
先
祭
祀
は
存
在
し
な
い

の

か

ど
う
か
、
存
在
す
る
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
特
質
を
も
つ
の
か
、
と
い
っ
た
問

題
が

提
起

さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
と
く
に
、
基
本
的
に
単
系
親
族
組
識
を
も
た

な
い
日
本
の
よ
う
な
社
会
に
お
い
て
も
活
発
に
祖
先
祭
祀
が
み
ら
れ
る
こ
と
や
、
伝

統
的

な
い
し
最
近
の
家
族
の
変
化
に
よ
っ
て
も
妻
方
‖
母
方
祖
先
の
祭
祀
を
も
行
な

う
形
態
の
祖
先
祭
祀
は
、
フ
ォ
ー
テ
ス
流
の
方
法
で
は
理
解
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

⇔
　
祖
先
祭
祀
の

多
様
性

　
そ

こ
で
、
と
く
に
一
九
七
〇
年
前
後
か
ら
の
日
本
の
社
会
人
類
学
に
お
け
る
祖
先

祭
祀
研
究
は
、
そ
れ
ま
で
の
家
や
同
族
組
織
と
の
関
連
で
の
祖
先
祭
祀
研
究
か
ら
、

よ
り
一
般
的
な
家
族
・
親
族
組
織
と
祖
先
祭
祀
の
研
究
へ
と
新
た
な
展
開
を
遂
げ
た
。

そ
の

契
機

と
な
っ
た
の
は
村
武
精
一
（
一
九
七
〇
）
の
祖
先
祭
祀
研
究
で
あ
る
。
こ

の

研
究
は
単
系
親
族
組
織
以
外
の
親
族
組
織
や
家
族
と
祖
先
祭
祀
と
の
関
連
に
主
た

る
関
心
が
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
家
や
同
族
と
祖
先
祭
祀
の
研
究
で
は
見
過
ご
さ
れ
て

さ
ま
ざ
ま
な
祖
先
祭
祀
形
態
を
と
り
あ
げ
て
、
日
本
に
お
け
る
祖
先
祭
祀
の
多
様
性

を

明
ら
か
に
す
る
方
向
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
村
武
精
一

（
一
九
七

〇
）
は
、
祖
先
祭
祀
研
究
の
新
し
い
方
向
を
提
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
村
武
精
一
（
一
九
七
〇
）
は
主
と
し
て
半
檀
家
制
（
複
檀
家
制
）
を
手
が
か
り
と

し
な
が
ら
、
図
1
に
示
す
よ
う
に
日
本
の
親
子
関
係
の
5
つ
の
モ
デ
ル
を
提
示
し
た
。

第
一
の
父
系
筋
囚
は
、
子
供
の
す
べ
て
を
父
と
同
じ
寺
に
帰
属
さ
せ
、
婚
入
者
で
あ

る
母
は
そ
の
生
家
の
寺
に
帰
属
さ
せ
る
型
で
あ
り
、
父
系
制
を
強
調
し
た
型
で
あ
る
。

第
二
の
並
行
系
筋
⑧
は
、
同
一
家
族
に
複
数
の
旦
那
寺
が
あ
り
、
子
供
の
う
ち
男
子

は
父

と
同
じ
寺
に
、
ま
た
女
子
は
母
と
同
じ
寺
、
す
な
わ
ち
母
の
生
家
の
寺
に
帰
属

さ
せ
る
型
で
あ
る
。
こ
の
型
は
男
系
筋
の
寺
帰
属
と
女
系
筋
の
寺
帰
属
が
同
一
家
族

　　　　
←夫

　　パ

ー
た

、
，
鴻

図1半檀家制にみる日本の親子関係の多様性

　　　（村武精一1970）
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内
で
並
行
し
て
存
在
し
て
い
る
型
で
あ
る
。
第
三
の
男
系
筋
◎
は
、
半
檀
家
制
を
と

ら
ず
一
家
一
寺
の
帰
属
方
式
を
と
る
も
の
で
あ
っ
て
、
子
供
の
う
ち
生
家
に
残
留
し

て

相
続

し
た
男
子
は
父
と
同
じ
寺
に
帰
属
し
、
他
家
へ
婚
出
し
た
女
性
は
婚
家
の
寺

に
帰
属
す

る
型
で
あ
る
。
ま
た
、
婚
入
し
た
嫁
は
夫
と
同
じ
寺
に
帰
属
す
る
。
こ
の

型
は
家
の

構
造
を

も
っ
と
も
よ
く
反
映
し
た
親
子
関
係
の
型
で
あ
っ
て
、
家
族
全
員

が

ひ

と
つ
の
寺
に
収
敏
し
て
帰
属
す
る
型
で
あ
る
。
第
四
の
男
系
筋
＋
嫁
筋
◎
は
、

子
供
の

う
ち
生
家
に
残
留
し
て
相
続
し
た
男
子
は
父
と
同
じ
寺
に
帰
属
さ
せ
、
他
家

へ
婚

出
し
た
女
性
は
婚
家
の
寺
に
帰
属
す
る
点
で
は
、
◎
と
同
じ
で
あ
る
が
、
婚
入

し
た
嫁
を
特
定
の
〈
女
寺
〉
に
帰
属
さ
せ
る
型
で
あ
る
。
こ
の
型
は
同
一
家
族
が
複

数
の
旦
那
寺
を
も
つ
点
で
は
⑧
と
同
じ
で
あ
る
が
、
⑧
で
は
父
ー
息
子
、
母
ー
娘
が

同
一
寺
に
帰
属
し
た
の
に
対
し
、
こ
の
型
で
は
父
ー
息
子
、
母
ー
嫁
が
同
一
寺
に
帰

属
す

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
型
も
ま
た
家
の
構
造
の
典
型
に
近
い
と
村
武
精
一
は
指

摘

し
て
い
る
。
第
五
の
二
者
択
一
的
⑧
は
、
子
供
た
ち
が
両
親
い
ず
れ
か
の
寺
へ
の

帰
属
を

選
択

し
て
決
定
す
る
型
で
あ
る
。
こ
の
型
は
選
択
的
に
決
定
さ
れ
る
点
に
お

い
て

こ
れ
ま
で
の
型
と
異
な
る
。
半
檀
家
制
を
手
が
か
り
に
し
て
得
ら
れ
た
こ
の
五

つ
の

モ

デ

ル
を

村
武
精
一
は
、
奄
美
・
沖
縄
の
親
族
組
織
や
祭
祀
集
団
の
帰
属
と
比

較

し
、
日
本
と
琉
球
両
地
域
の
親
族
に
共
通
す
る
柔
軟
な
塑
形
性
の
存
在
を
指
摘
し

　
（
6
）

て

い
る
。

　

こ
う
し
た
村
武
精
一
の
親
子
関
係
の
分
析
は
、
家
の
構
造
に
関
係
す
る
⑧
、
◎
の

型
の

ほ

か

に
、
日
本
に
は
さ
ら
に
家
の
構
造
に
関
係
し
な
い
三
つ
の
型
の
親
子
関
係

が

存
在
す

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
と
と
も
に
、
男
系
筋
型
の
親
子
関
係
の
み
で
は

日
本
の
親
子
関
係
は
理
解
で
き
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ

て

祖
先
祭
祀
を

手
が

か

り
と
し
た
日
本
の
親
子
関
係
に
つ
い
て
の
村
武
精
一
の
分

析

は
、
親
子
関
係
と
の
関
連
に
お
い
て
祖
先
祭
祀
を
分
析
す
る
と
い
う
点
で
は
フ
ォ

ー
テ
ス
と
共
通
し
な
が
ら
も
、
祖
先
祭
祀
が
単
系
的
な
親
子
関
係
以
外
の
親
子
関
係

と
も
関
連
し
て
い
る
事
実
を
指
摘
し
た
点
に
お
い
て
、
フ
ォ
ー
テ
ス
の
祖
先
祭
祀
研

究
と
は
異
な
る
視
点
を
も
つ
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
村
武
精
一
（
一
九
七
〇
）
は
そ
の
後
の
日
本
に
お
け
る
祖
先
祭
祀
と
家
族
・
親
族

の

研
究
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
牛
島
巌
に
よ
る
伊
豆
利
島
や
奄
美
与
論
島
の

位
牌
祭
祀
の

研
究

（
牛
島
巌
一
九
六
六
、
一
九
七
六
）
、
ω
≦
↓
曽
男
◆
に
よ
る
現
代

日
本
の
位
牌
祭
祀
の
研
究
（
ω
邑
弓
演
勾
゜
一
九
七
四
）
、
上
野
和
男
に
よ
る
位
牌
祭

祀
や
祖

名
継
承
法
の
研
究
（
上
野
和
男
一
九
七
八
、
一
九
八
二
、
一
九
八
五
）
な
ど

が

そ
の
代
表
で
あ
り
、
日
本
お
よ
び
東
ア
ジ
ア
の
社
会
人
類
学
的
な
研
究
に
お
い
て

位
牌
祭
祀
を

中
心
と
す
る
祖
先
祭
祀
の
研
究
が
き
わ
め
て
活
発
に
展
開
さ
れ
る
こ
と

に

な
っ
た
。
単
系
組
織
で
は
な
い
家
族
や
親
族
組
織
と
祖
先
祭
祀
の
問
題
と
し
て
、

一
九
七
五
年
以

降
と
く
に
ひ
と
つ
の
焦
点
と
な
っ
た
の
は
、
父
方
の
先
祖
に
加
え
て

母
方
の
先
祖
の
位
牌
や
墓
を
祭
祀
す
る
、
い
わ
ば
双
性
的
な
奄
美
の
祖
先
祭
祀
で
あ

っ

た
。
母
方
先
祖
の
位
牌
や
墓
を
祭
祀
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
過
疎
化
な
ど
に
よ

る
最
近
の
奄
美
の
社
会
変
化
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
祖
先
祭
祀
が
奄
美

に

お

け
る
伝
統
的
に
双
性
的
な
親
族
組
織
（
ハ
ロ
ウ
ジ
）
と
関
連
す
る
事
実
が
各
地

の

事
例
か

ら
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
位
牌
祭
祀
を
中
心
と
す
る
こ
う
し
た
奄

美
の
祖
先
祭
祀
の
研
究
は
、
し
ぽ
ら
く
の
間
、
奄
美
社
会
の
社
会
人
類
学
的
研
究
の

主
要
テ

ー
マ
を
形
成
し
た
。

1
1
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⇔
　
祖
先
祭
祀
の

変
化
と
地
域
性

　
単
系
親
族
組
織
の
み
な
ら
ず
幅
広
い
家
族
や
親
族
と
祖
先
祭
祀
と
の
関
連
の
研
究

の

展

開
の
な
か
で
、
現
代
日
本
の
祖
先
祭
祀
の
変
容
に
注
目
し
た
の
が
ω
呂
↓
曽
因

（
一
九

七

四
）
で
あ
る
。
ω
さ
↓
軍
男
゜
（
一
九
七
四
）
は
岩
手
県
、
三
重
県
、
香
川

県
の
三
つ
の
農
村
に
お
け
る
詳
細
な
位
牌
祭
祀
調
査
に
も
と
つ
い
て
、
位
牌
祭
祀
の

対
象
者
を
分
析
し
、
日
本
人
が
誰
を
先
祖
と
考
え
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
。
と
く
に

最
近
の
都
市
に
頻
繁
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
妻
方
1
1
母
方
親
族
な
ど
直
系
親
族

以

外
の
位
牌
祭
祀
の
出
現
な
ど
か
ら
、
日
本
の
祖
先
祭
祀
が
「
家
族
中
心
的
祖
先
祭

祀
」
（
ひ
日
ξ
－
8
暮
2
江
昌
8
°
。
吟
o
円
司
o
目
宮
唱
）
か
ら
「
世
帯
中
心
的
祖
先
祭
祀
」

（プ
8
器
す
o
匡
占
Φ
巳
2
0
エ
o
昌
6
0
°
・
8
H
≦
o
『
切
露
喝
）
へ
と
変
化
し
た
と
指
摘
し
た
。
つ

ま
り
、
家
族
の
変
化
と
と
も
に
遠
い
先
祖
を
含
め
て
父
方
の
先
祖
の
み
を
祭
祀
す
る

形
態
か

ら
、
父
方
先
祖
の
み
な
ら
ず
妻
方
‖
母
方
先
祖
を
も
祭
祀
す
る
形
態
へ
と
変

化

し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
に
お
け
る
最
近
の
祖
先
祭
祀
の
変
化
と
し

て
、
①
祖
父
母
の
世
代
が
家
族
に
い
な
い
こ
と
か
ら
、
子
供
た
ち
が
先
祖
の
祭
祀
の

実
際
を
見
た
り
教
え
ら
れ
た
り
す
る
機
会
が
少
な
く
な
っ
た
こ
と
、
②
イ
エ
観
念
が

戦
後
急
速
に
衰
え
た
こ
と
か
ら
、
居
住
単
位
は
も
う
祖
先
祭
祀
の
観
念
的
な
中
心
点

の

役
割
を
果
た
さ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
、
③
都
会
に
住
む
夫
婦
と
そ
の
子
供

達
の
接
触
す
る
相
手
と
し
て
、
夫
の
親
族
と
同
時
に
妻
の
親
族
も
そ
の
対
象
と
な
る

よ
う
に
な
り
、
双
系
的
な
相
互
の
付
き
合
い
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

O力

呂
↓
演
男
゜
（
一
九
七
四
）
の
議
論
に
は
日
本
の
家
族
の
変
化
に
つ
い
の
て
過
大
な

評
価
や
親
族
関
係
に
つ
い
て
の
誤
解
が
み
ら
れ
る
が
、
と
く
に
戦
後
の
家
族
変
化
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

と
も
な
う
祖
先
祭
祀
の
変
動
論
を
提
示
し
た
点
は
重
要
で
あ
る
。

　
む
◎
邑
↓
演
戸
（
一
九
七
四
）
と
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
に
先
祖
祭
祀
の
変
動
を
提
示
し
た

も
の
と
し
て
、
森
岡
清
美
（
一
九
八
四
、
一
九
八
九
）
、
孝
本
貢
（
一
九
七
八
、
一

九

八

六
）
な
ど
の
社
会
学
に
お
け
る
祖
先
祭
祀
の
変
動
論
が
あ
る
。
森
岡
清
美
は

「
近
現
代
日
本
に
お
け
る
先
祖
祭
祀
の
変
容
を
、
家
の
変
化
と
の
関
連
で
追
跡
し
よ

う
」
（
森
岡
清
美
一
九
八
四
、
三
頁
）
と
い
う
視
点
か
ら
、
戦
後
の
家
族
変
化
に
対

応
す
る
祖
先
祭
祀
と
そ
の
観
念
の
変
化
を
問
題
と
し
、
「
家
中
心
の
も
の
」
か
ら
「
家

族
中
心
の
も
の
」
へ
と
先
祖
観
が
変
化
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
変
化
を

森
岡
清
美
は
「
直
接
経
験
し
た
こ
と
は
お
ろ
か
間
接
経
験
も
な
い
遠
い
先
祖
ま
で
含

む
、
系
譜
的
な
先
祖
観
か
ら
、
直
接
経
験
の
範
囲
内
の
近
親
に
限
る
代
わ
り
、
双
系

に
拡
が

る
先
祖
観
念
へ
の
変
化
で
あ
る
。
ま
た
、
系
譜
上
の
先
人
で
あ
れ
ぽ
選
り
好

み

な
く
含
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
義
務
的
な
先
祖
観
か
ら
、
追
慕
愛
惜
の
対
象
と
な
る

近
親
の
個
人
に
限
る
任
意
的
な
先
祖
観
へ
の
変
化
で
あ
る
」
（
森
岡
清
美
一
九
八
四
、

二
二
四

頁
）
と
要
約
し
て
い
る
。
孝
本
貢
（
一
九
七
八
）
も
ほ
ぼ
同
様
に
「
系
譜
的

先
祖
祭
祀
観
」
か
ら
「
縁
的
先
祖
祭
祀
観
」
へ
の
先
祖
祭
祀
観
の
変
容
を
提
示
し
て

い
る
。

　
社
会
学
に
お
け
る
祖
先
祭
祀
の
研
究
も
ま
た
、
と
く
に
一
九
七
〇
年
前
後
か
ら
活

発
化

し
て
き
た
。
そ
れ
ま
で
の
祖
先
祭
祀
研
究
は
有
賀
喜
左
衛
門
（
一
九
五
九
）
に

代
表
さ
れ
る
よ
う
に
「
家
」
や
同
族
と
祖
先
祭
祀
と
の
関
連
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
頃

よ
り
、
戦
後
の
日
本
家
族
の
変
動
と
祖
先
祭
祀
と
の
関
連
に
関
心
が
集
中
す
る
よ
う

に
な

っ

た
。
社
会
学
者
の
見
解
に
よ
れ
ば
そ
の
背
景
は
、
「
家
」
や
同
族
が
「
解
体
」

し
、
家
族
が
直
系
家
族
か
ら
夫
婦
家
族
に
変
化
し
た
こ
と
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
祖

12
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先
祭
祀
が

消
滅
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
単
系
組
織
で

あ
る
「
家
」
や
同
族
が
解
体
し
て
も
、
「
家
」
や
同
族
に
固
有
の
も
の
と
考
え
ら
れ

て

い
た
先
祖
祭
祀
が

存
続
す

る
と
い
う
事
実
は
、
単
系
組
織
以
外
の
家
族
や
親
族
組

織
も
ま
た
祖
先
祭
祀
と
関
連
し
て
い
る
こ
と
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、

社
会
人
類
学
の

一
九
七
〇
年
以

降
に
お
け
る
祖
先
祭
祀
研
究
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う

に
、
社
会
学
の
祖
先
祭
祀
研
究
も
、
単
系
組
織
の
み
な
ら
ず
幅
広
く
家
族
や
親
族
組

織
と
先
祖
祭
祀
と
の
関
連
と
い
う
視
点
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
家
族
の

変
化
と
パ
ラ
レ
ル
な
形
で
祖
先
祭
祀
な
い
し
祖
先
祭
祀
観
の
変
化
を
提
示
し
た
の
が
、

最
近
の

社
会
学
の

祖
先
祭
祀
研
究

で
あ
る
。

　
変
動
論
を
重
視
し
た
こ
う
し
た
社
会
学
の
祖
先
祭
祀
研
究
に
対
し
て
、
柳
田
国
男

を

は

じ
め
と
す
る
日
本
民
俗
学
の
祖
先
祭
祀
研
究
は
日
本
人
の
祖
先
観
の
特
質
や
地

域
的
特
質
の
解
明
に
関
心
が
集
中
し
て
い
る
。
日
本
民
俗
学
の
祖
先
祭
祀
研
究
と
し

て

ま
ず
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
柳
田
国
男
（
一
九
四
六
）
の
研
究
で
あ
る
。

柳
田
国
男
（
一
九
四
六
）
は
日
本
人
の
祖
先
観
の
特
質
と
し
て
、
①
死
者
は
死
後
遠

く
に
は
行
か
ず
に
子
孫
の
近
く
に
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
、
先
祖
と
子
孫
は
頻
繁
な

儀
礼
的
交
流
を
く
り
か
え
す
こ
と
、
②
先
祖
は
家
を
単
位
と
し
て
祀
ら
れ
る
こ
と
、

③
家
に
よ
つ
て
祀
る
べ
き
先
祖
が
厳
格
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
の
三
点
を
指
摘

し
た
。
祖
先
祭
祀
と
社
会
構
造
と
の
関
連
と
い
う
視
点
か
ら
み
れ
ぽ
、
こ
の
う
ち
②

③
が
と
く
に
重
要
で
あ
る
。
柳
田
国
男
は
経
済
的
単
位
と
祭
祀
的
単
位
の
両
面
か
ら

日
本
の
家
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
が
、
祖
先
祭
祀
の
研
究
は
家
の
構
造
を
祭
祀

的
側
面
か
ら
解
明
す
る
た
め
の
重
要
な
視
点
で
あ
っ
た
。
結
局
、
柳
田
国
男
は
家
を

単
位
と
し
て
父
系
先
祖
の
み
を
排
他
的
に
祭
祀
す
る
形
態
が
日
本
の
祖
先
祭
祀
の
一

般
形
態
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
日
本
の
家
を
単
一
の

構
造
を

も
つ
同
質
的
な
も
の
と
考
え
る
柳
田
国
男
の
日
本
の
家
族
に
つ
い
て
の
見
解

に
対
応

し
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
は
柳
田
国
男
の
祖
先
祭
祀
研
究
も
ま
た
フ
ォ
ー
テ

ス

の

視
点

と
共
通
で
あ
る
。
柳
田
国
男
の
祖
先
祭
祀
研
究
の
な
か
で
い
ま
ひ
と
つ
注

目
す
べ
き
理
論
は
、
最
終
年
忌
な
ど
を
境
と
し
て
、
死
者
が
個
性
を
失
っ
て
死
霊
が

祖
霊
へ
と
変
化
す
る
と
い
う
祖
霊
化
理
論
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
柳
田
国
男
の
祖
先
祭
祀
研
究
が
日
本
の
一
般
的
な
形
態
の
追
及
に
あ

っ

た

の

に
対

し
て
、
最
近
の
日
本
民
俗
学
に
お
け
る
祖
先
祭
祀
研
究
は
、
「
位
牌
分

け
」
「
オ
ヤ
ジ
マ
イ
」
な
ど
地
域
的
に
特
徴
あ
る
祖
先
祭
祀
形
態
に
注
目
し
て
、
　
い

お
ぽ

祖
先
祭
祀
の

地
域
的
変
差
を
明
ら
か
に
す
る
方
向
に
研
究
の
焦
点
が
移
行
し
て

い

る
（
中
込
睦
子
一
九
八
三
、
小
松
俊
雄
一
九
八
三
、
堀
内
真
一
九
八
四
な
ど
）
。

「
位
牌
わ
け
」
と
は
両
親
の
位
牌
祭
祀
を
子
供
の
数
に
あ
わ
せ
て
複
数
つ
く
り
、
相

続
者
の

み

な
ら
ず
分
家
者
や
女
性
婚
出
者
に
も
親
の
位
牌
を
分
与
す
る
形
態
で
あ
り
、

結
果

と
し
て
各
家
で
は
父
系
の
代
々
の
祖
先
の
位
牌
に
く
わ
え
て
、
女
性
婚
入
者
の

両

親
の
位
牌
も
祭
祀
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
「
ナ
ヤ
ジ
マ
イ
」
は
両
親
の
葬
儀
に

兄
弟
姉
妹
が
別
々
に
帳
場
な
ど
を
設
定
し
て
関
与
す
る
形
態
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の

祖
先
祭
祀
形
態
は
東
北
地
方
南
部
か
ら
関
東
、
中
部
地
方
に
分
布
し
、
い
ず
れ
も
祖

先
祭
祀
を
兄
弟
姉
妹
間
で
分
散
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
続
者
に
集
中
さ
せ
な
い

構
造
を

も
つ
も
の
で
あ
り
、
「
家
」
の
原
理
と
は
か
な
り
異
な
る
祖
先
祭
祀
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
べ
て
き
た
社
会
人
類
学
、
社
会
学
、
日
本
民
俗
学
以
外
の
研
究
分
野

に

お

い
て

も
、
最
近
祖
先
祭
祀
研
究
が
活
発
化
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
く

に
歴
史
学
に
お
い

て

は
、
吉
田
孝
（
一
九
八
三
）
に
よ
る
祖
名
の
研
究
や
、
義
江
明
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子

（
一
九
八

六
）
に
よ
る
古
代
の
氏
と
祖
先
祭
祀
の
研
究
な
ど
が
注
目
さ
れ
る
。
こ

の

ほ

か
に

も
中
世
史
、
近
世
史
や
考
古
学
に
お
い
て
も
祖
先
祭
祀
へ
の
関
心
が
高
ま

り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
最
近
の
動
向
を
中
心
に
し
て
日
本
の
祖
先
祭
祀
研
究
を
ふ
り
か
え
っ

て

み

る
と
、
基
本
的
な
方
向
と
し
て
は
、
フ
ォ
ー
テ
ス
が
提
示
し
た
単
系
親
族
組
織

と
祖
先
祭
祀
の
研
究
か
ら
、
単
系
親
族
組
織
以
外
の
親
族
組
織
を
も
視
野
に
入
れ
た

祖
先
祭
祀
研

究
へ
と
移
行
し
て
い
る
の
が
、
顕
著
な
傾
向
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
と

く
に
伝
統
的
に
単
系
親
族
組
織
を
発
達
し
て
こ
な
か
っ
た
地
域
に
お
け
る
双
系
親
族

組
織
を

基
盤

と
す
る
祖
先
祭
祀
や
、
都
市
家
族
の
祖
先
祭
祀
が
注
目
さ
れ
た
の
は
こ

の

よ
う
な
背
景
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
幅
広
い
親
族
組
織
と
祖
先
祭

祀
の

関
連
を
理
論
的
に
ど
う
と
ら
え
る
か
に
つ
い
て
は
二
つ
の
方
向
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ

る
。
ひ
と
つ
は
地
域
的
に
特
徴
あ
る
祖
先
祭
祀
形
態
に
注
目
し
て
、
日
本
の

祖
先
祭
祀
や
そ

の

分
析
を

つ
う
じ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
親
子
関
係
の
地
域
的
多
様
性

を

明
ら
か
に
す
る
方
向
で
あ
り
、
い
ま
ひ
と
つ
は
家
族
の
変
化
に
と
も
な
う
祖
先
祭

祀
の

変
化
を
明
ら
か
に
す
る
方
向
で
あ
る
。
前
者
は
い
わ
ば
祖
先
祭
祀
の
地
域
性
研

究
で

あ
り
、
後
者
は
祖
先
祭
祀
の
動
態
的
研
究
で
あ
る
。
社
会
人
類
学
や
日
本
民
俗

学
の
研
究
は
前
者
に
よ
り
多
く
の
関
心
が
あ
り
、
社
会
学
の
研
究
は
む
し
ろ
後
者
が

中
心
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
現
在
の
日
本
の
祖
先
祭
祀
研
究
は
地
域
性
研
究
と
動
態

的
研
究
の

二
つ
の

軸
を

中
心
に
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

三
　
祖
先
祭
祀
研
究
の
条
件

　
一
九
七
〇
年
以
降
現
在
に
い
た
る
ま
で
、
各
分
野
に
お
い
て
祖
先
祭
祀
の
研
究
が

活
発
化
さ
せ
た
背
景
や
条
件
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
に
検
討
し
て
み
よ
う
。
第
一
は
、

「
仏
壇
ブ
ー
ム
」
や
「
墓
地
ブ
ー
ム
」
な
ど
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
日
本
社
会
が

今
日
祖
先
祭
祀
を
ど
の
よ
う
に
遂
行
す
る
か
に
つ
い
て
一
種
の
社
会
問
題
的
状
況
が

見

ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
日
本
の
現
実
の
家
族
が
祖
先
祭
祀
に
つ
い
て
さ
ま

ざ
ま
な
問
題
を
か
か
え
て
い
る
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
そ
う
し
た
状
況
を
い
く
つ
か

あ
げ
て
み
よ
う
。
ま
ず
最
近
の
新
聞
で
も
報
道
さ
れ
た
よ
う
な
祀
り
手
の
い
な
い
無

縁
墓
の
増
加

と
い
う
問
題
が
あ
る
（
『
朝
日
新
聞
』
一
九
八
五
年
一
〇
月
二
二
日
）
。

こ
の
報
道
に
よ
れ
ば
、
東
京
都
の
場
合
、
二
三
万
家
族
の
都
営
墓
地
が
あ
る
が
毎
年

四

％
程
度
の
管
理
料
の
不
払
い
が
あ
り
、
一
九
八
〇
年
か
ら
す
で
に
九
〇
〇
件
以
上

の

改
葬
を
済
ま
せ
た
と
い
う
。
比
較
的
面
積
の
広
い
都
営
墓
地
の
古
い
区
画
が
い
く

つ
か
の

小

区
画
に
分
割
さ
れ
て
、
新
し
い
墓
が
建
立
さ
れ
る
状
況
は
最
近
の
都
営
墓

地
の

あ
ち
こ
ち
で
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
そ
の
要
因
と
し
て
は
、
核
家
族
化
や
単

身
赴
任
家
族
の
増
加
、
海
外
出
張
の
長
期
化
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
と
い
う
。
つ
ぎ
に

主
婦
の
墓
意
識
の
変
化
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
既
婚
女
性
一
五
〇
人
を
対
象
と
し
て

調
査
が

行
な

わ
れ
、
最
近
発
表
さ
れ
た
「
調
査
報
告
・
あ
な
た
墓
を
ど
う
し
ま
す
？
」

（『
婦
人
公

論
』
一
九
八
六
年
五
月
号
）
に
よ
れ
ば
、
夫
や
姑
と
同
じ
墓
に
は
入
り
た

く
な
い
と
考
え
て
い
る
主
婦
が
か
な
り
多
く
、
先
祖
代
々
墓
の
「
解
体
」
が
進
行
中

だ

と
い
う
。
一
五
〇
人
の
う
ち
「
夫
の
墓
に
入
り
た
く
な
い
」
と
い
う
意
思
表
示
を
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し
た
の
は
実
に
三
八
人
に
の
ぼ
る
と
い
う
。
こ
の
中
に
は
「
夫
は
夫
の
墓
に
は
い
っ

て

ほ

し
い
が
、
自
分
は
は
い
り
た
く
な
い
」
と
考
え
て
い
る
女
性
と
、
「
自
分
は
夫

の

生
家
の

墓
に

は
い

り
た
く
な
い
の
で
夫
に
も
は
い
ら
な
い
で
ほ
し
い
」
と
考
え
て

い

る
女
性
に
分
化
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
夫
の
墓
に
は
い
り
た
く
な
い
理
由
と
し

て
、
姑
と
同
じ
墓
に
は
い
る
こ
と
を
拒
否
す
る
意
見
が
強
い
よ
う
だ
。
あ
る
女
性
は

「
だ
っ

て

私
は
あ
の
人
達
（
夫
の
両
親
と
義
兄
夫
婦
）
と
は
他
人
で
し
ょ
う
。
主
人

は
次
男
で
す
し
、
私
は
成
瀬
の
家
の
ヨ
メ
に
来
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
も
の
。
は
っ
き

り
い
っ
て
、
私
、
あ
の
人
達
は
好
き
に
な
れ
な
い
ん
で
す
」
と
の
べ
て
い
る
と
い
う
。

こ
の
調
査
は
今
後
、
家
族
単
位
に
超
世
代
的
に
死
老
を
同
一
の
墓
に
埋
葬
し
て
き
た

家
族
墓
形
態
の
崩
壊
に
至
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
も
、
女
性
の
墓
意
識
に
か
な
り

の

変
化
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
最
近
複

数
家
族
墓
の

急
速
に
増
加

し
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ

で
複
数
家
族
墓

と
よ
ぶ
の
は
、
同
一
区
画
内
に
複
数
の
家
族
の
墓
が
建
立
さ
れ
る
形

態
の
墓
や
、
同
じ
石
塔
に
複
数
の
家
族
名
が
書
か
れ
る
形
態
の
墓
の
こ
と
で
あ
る
。

い
ず
れ
の

場
合
に

も
複
数
の
家
族
で
同
一
墓
地
を
形
成
す
る
形
態
で
あ
る
。
最
近
の

東
京
の
都
営
墓
地
で
は
こ
う
し
た
形
態
の
墓
地
が
か
な
り
確
認
さ
れ
る
し
、
奄
美
の

墓
地
に

は

こ
れ
が
き
わ
め
て
多
い
。
同
一
石
塔
の
左
右
や
上
下
に
「
○
○
家
の
墓
」

「
○
○

家
の
墓
」
と
な
ら
べ
ら
れ
て
記
載
さ
れ
て
い
る
墓
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。
こ

れ
は
婚
姻
に
よ
っ
て
結
ぽ
れ
た
複
数
の
家
族
が
祀
り
手
そ
の
他
の
事
情
で
墓
を
共
通

に
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
か
つ
て
は
こ
う
し
た
墓
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、

最
近
の

家
族
の

変
化
が
こ
う
し
た
墓
地
形
態
を
出
現
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う

し
た
祖
先
祭
祀
を
め
ぐ
る
社
会
問
題
的
状
況
は
、
つ
ま
り
、
日
本
人
が
最
近
の
状
況

変
化
の
な
か
で
、
あ
ら
た
め
て
祖
先
祭
祀
を
ど
う
す
る
か
を
決
定
し
な
け
れ
ぽ
な
ら

な
い
事
態
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
第
二
は
、
戦
後
の
日
本
の
家
族
の
変
化
を
ど
う
理
解
す
る
か
が
家
族
研
究
者
へ
の

課
題
に

な
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
問
題
へ
の
接
近
に
あ
た
っ
て
祖
先
祭
祀
研

究
が
大
き
な
意
味
を
持
ち
う
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
戦
後

と
く
に
一
九
六
〇
年
代
か
ら
一
九
七
〇
年
代
に
お
い
て
、
家
族
規
模
の
縮
小
と
家
族

構
成
の
単
純
化
つ
ま
り
核
家
族
化
が
急
速
に
進
行
し
た
が
、
こ
う
し
た
核
家
族
化
に

よ
っ
て
「
家
」
が
全
く
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
か
ど
う
か
、
言
葉
を
か
え
て
い
え
ば

制
度
的
に
日
本
の
家
族
が
直
系
家
族
か
ら
夫
婦
家
族
に
変
化
す
る
の
か
ど
う
か
の
理

解
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
変
動
論
と
伝
統
論
（
地
域
性
論
）
と

は

つ
ね
に
対
立
す

る
見
解
を
提
示
し
て
き
た
。
変
動
し
た
と
見
る
見
解
と
、
伝
統
的

な
家
族
の
地
域
性
は
変
化
し
て
い
な
い
と
見
る
見
解
の
対
立
で
あ
る
。
国
勢
調
査
の

結
果
を
み
る
と
、
た
し
か
に
一
九
六
〇
年
以
降
、
核
家
族
的
世
帯
や
単
純
世
帯
の
比

率
は
増
加
し
、
逆
に
拡
大
家
族
的
世
帯
は
急
激
に
減
少
し
て
い
る
が
、
拡
大
家
族
的

世
帯

（
核
家
族
的
世
帯
も
よ
り
複
雑
な
構
成
の
家
族
）
の
絶
対
数
は
こ
の
間
に
あ
っ

て

も
む
し
ろ
増
加
し
て
い
る
。
こ
の
事
態
を
ど
う
見
る
か
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
ま

た

こ
う
し
た
家
族
の
変
化
の
の
ち
に
あ
っ
て
も
、
新
し
い
核
家
族
を
ふ
く
む
多
く
の

家
族
に

お

い
て

位
牌
を

祀

る
仏
壇
や
先
祖
棚
が
供
え
ら
れ
て
い
る
し
（
高
橋
博
子
一

九

七
五
参
照
）
、
墓
地
を
持
た
な
い
新
設
世
帯
で
も
徐
々
に
近
郊
に
墓
地
を
購
入
し

始
め
て

い

る
。
「
仏
壇
ブ
ー
ム
」
や
「
墓
地
ブ
ー
ム
」
の
主
た
る
担
い
手
は
こ
う
し

た

核
家
族
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
は
「
家
」
と
よ
ば
れ
て
き
た

直
系
家
族
が
も
っ
て
き
た
制
度
を
現
在
の
核
家
族
も
か
な
り
の
程
度
継
承
し
て
い
る
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こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
核
家
族
化
が
「
家
」
を
全
面
的
に
否
定
し
た
上
に
進

行
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
状
況
で
も
あ
る
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
事
態
を
ど
う
理

解
す
る
か
が
第
二
の
問
題
で
あ
る
。

　
第
三
は
、
昭
和
初
期
に
本
格
的
に
開
始
さ
れ
た
日
本
の
家
族
・
親
族
の
実
証
的
研

究
に
お

い

て
、
長
い
間
家
族
は
労
働
組
織
す
な
わ
ち
経
済
的
な
単
位
と
し
て
研
究
さ

れ
て

き
た
の
に
対
し
て
、
い
ま
儀
礼
的
祭
祀
的
側
面
か
ら
の
家
族
研
究
に
よ
っ
て
、

あ
ら
た
な
家
族
研
究
の
展
開
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
最
近
の
家

族
の

変
化
を
、
制
度
的
な
直
系
家
族
か
ら
夫
婦
家
族
の
変
化
と
し
て
確
認
で
き
る
か

ど
う
か
は
、
儀
礼
的
祭
祀
的
単
位
と
し
て
の
家
族
の
研
究
に
期
待
さ
れ
る
問
題
で
あ

る
。
経
済
的
単
位
と
し
て
の
家
族
の
研
究
が
主
と
し
て
家
族
成
員
間
の
力
学
的
な
関

係
、
つ
ま
り
夫
婦
関
係
と
親
子
関
係
の
強
調
の
あ
り
か
た
の
解
明
に
ふ
さ
わ
し
い
に

対

し
て
、
儀
礼
的
祭
祀
的
単
位
と
し
て
の
家
族
研
究
は
、
家
族
の
論
理
、
す
な
わ
ち

家
族
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
解
明
に
適
し
て
い
る
と
い
え
る
。
儀
礼
的
祭
祀
的
側
面
か
ら

の

家
族
研
究
の
中
心
を
な
す
の
は
、
祖
先
祭
祀
の
研
究
で
あ
る
。
祖
先
祭
祀
を
つ
う

じ
て
明
ら
か
に
な
る
と
期
待
さ
れ
る
の
は
、
親
子
関
係
の
あ
り
か
た
の
問
題
、
っ
ま

り
ど
の
よ
う
な
先
祖
を
先
祖
と
考
え
る
か
、
あ
る
い
は
家
の
構
造
に
直
接
か
か
わ
る

親
子
関
係
の
連
続
性
を
ど
う
考
え
る
か
の
問
題
で
あ
る
。

四

　
家
族
の

構
造

と
祖
先
祭
祀

　
現
在
に

お
い

て
、
祖
先
祭
祀
研
究
を
内
的
外
的
に
促
進
し
て
い
る
条
件
と
し
て
、

以

上
に

示

し
た
三
つ
が
最
も
重
要
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
条
件
を
う
け
て
今
後
、
祖

先
祭
祀

と
家
族
・
親
族
と
の
関
連
に
つ
い
て
研
究
を
す
す
め
る
場
合
、
基
本
的
に
ど

の

よ
う
な
問
題
が
あ
る
か
を
こ
こ
で
二
、
三
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
、
祖
先
祭
祀
と
社
会
構
造
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
疑
問
を
提
起
す

る
研
究
者
も
あ
り
、
ま
た
祖
先
祭
祀
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
社
会
構
造
と
の
関
連
の

み
で
は

理
解

し
え
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
祖
先
祭
祀
と
家
族
・
親
族
を
議
論

す

る
場
合
に
は
、
こ
の
両
者
の
関
連
は
一
応
の
方
法
論
的
前
提
と
し
て
必
要
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
フ
ォ
ー
テ
ス
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
祖
先
祭
祀
の
問
題
は
親
子
関
係
に
深

く
か
か
わ
っ
て
お
り
、
特
定
の
下
位
世
代
の
子
孫
が
特
定
の
上
位
世
代
の
先
祖
を
祭

祀
す

る
の
が
祖
先
祭
祀
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ど
の
よ
う
な
上
位
世

代
の
先
祖
を
祭
祀
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
フ
ォ
ー
テ
ス
が
問
題
に
し
た
単
系
的
に
関

係
づ
け
ら
れ
る
先
祖
の
み
な
ら
ず
、
双
系
的
に
も
関
係
づ
け
ら
れ
る
先
祖
を
含
め
て

議
論
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
単
系
親
族
組
織
を
基
盤
と
す
る
祖
先
祭
祀
の

み

な
ら
ず
、
そ
れ
以
外
の
親
族
組
織
を
基
盤
と
す
る
祖
先
祭
祀
に
つ
い
て
も
問
題
に

す
べ
き
で
あ
り
、
今
後
む
し
ろ
集
中
的
に
研
究
さ
れ
る
べ
き
問
題
は
、
単
系
組
織
以

外
の
親
族
組
織
を
基
盤
と
す
る
祖
先
祭
祀
の
解
明
に
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
う
し
た
方
法
論
的
前
提
で
研
究
を
す
す
め
る
場
合
、
重
要
な
の
は
祖
先

祭
祀
の
単
位
は
な
に
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
祖
先
祭
祀
の
基
本
単
位
が
家

族
な

の

か
、
そ
れ
と
も
親
族
組
織
な
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
祖
先
祭
祀
が
活
発

に
お

こ
な
わ
れ
て
い
る
地
域
は
世
界
的
に
み
て
、
日
本
を
は
じ
め
と
す
る
東
ア
ジ
ア
、

東
南
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
な
ど
で
あ
る
が
、
東
ア
ジ
ア
の
な
か
で
も
日
本
で
は
家
族

を

基
本
単
位

と
し
て
祖
先
祭
祀
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
中
国
や
朝
鮮

半

島
で
は
家
族
単
位
の
祖
先
祭
祀
は
無
視
で
き
な
い
と
し
て
も
、
祖
先
祭
祀
の
基
本
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単
位
は
門
中
、
同
族
、
宗
族
な
ど
の
父
系
リ
ニ
ー
ジ
（
単
系
親
族
組
織
）
で
あ
り
、

祖
先
祭
祀
の

基
本
単
位
の

差
異
は

明
確
で
あ
る
。
日
本
の
場
合
、
家
族
の
あ
る
種
の

集
合
体
で
あ
る
同
族
組
織
に
よ
っ
て
祖
先
祭
祀
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、

柳
田

国

男
が
日
本
の
祖
先
祭
祀
の
単
位
を
「
家
」
と
規
定
し
、
ま
た
鈴
木
栄
太
郎

（
一
九
四

〇
）
が
、
「
家
族
本
位
制
」
と
日
本
を
規
定
し
た
よ
う
に
、
日
本
社
会
の

基

本
単
位
は
家
族
で
あ
り
、
祖
先
祭
祀
の
基
本
単
位
も
ま
た
家
族
で
あ
る
。
ア
フ
リ

カ
の
場
合
は
フ
ォ
ー
テ
ス
が
分
析
し
た
よ
う
に
祖
先
祭
祀
の
基
本
単
位
は
単
系
親
族

組
織
で
あ
る
。
こ
う
し
た
社
会
に
よ
る
祖
先
祭
祀
の
基
本
単
位
の
差
異
は
、
具
体
的

に
は
村
武
精
一
（
一
九
七
〇
）
が
分
析
し
よ
う
に
婚
出
（
入
）
女
性
の
祖
先
祭
祀
の

差
な

ど
と
し
て
問
題
と
な
る
。
祖
先
祭
祀
の
比
較
研
究
を
試
み
る
場
合
、
こ
う
し
た

基
本
単
位
の

問
題
を
無
視
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
祖
先
祭
祀
と
家
族
の
関
連
を
考
え
る
場
合
、
フ
ォ
ー
テ
ス
が
ア
フ
リ
カ

で
提
示

し
た
よ
う
に
、
ま
た
村
武
精
一
（
一
九
七
〇
）
が
日
本
と
琉
球
に
つ
い
て
分

析
を
試
み
た
よ
う
に
、
祖
先
祭
祀
を
通
じ
て
あ
き
ら
か
に
な
る
の
は
、
主
と
し
て
親

子
関
係
の
構
造
で
あ
り
、
家
族
や
親
族
関
係
と
し
て
こ
の
ほ
か
に
重
要
な
夫
婦
関
係

や

兄
弟
姉
妹
関
係
は
祖
先
祭
祀
の
研
究
の
み
で
は
充
分
に
明
ら
か
に
な
ら
な
い
こ
と

が

考
慮

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
親
子
関
係
、
夫
婦
関
係
、
兄
弟
姉

妹
関
係
を
総
体
と
し
て
そ
の
構
造
を
問
題
に
す
る
た
め
に
は
、
隠
居
制
、
相
続
継
承
、

分
家
制

度
、
婚
姻
体
系
な
ど
の
家
族
制
度
の
研
究
も
あ
わ
せ
て
行
う
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
す
で
に
問
題
を
提
起
し
た
、
戦
後
日
本
の
家
族
が
制
度
的
に
直

系
家
族
か
ら
夫
婦
家
族
へ
と
変
化
し
た
か
ど
う
か
の
問
題
、
言
葉
を
か
え
て
い
え
ぽ
、

夫
婦
関

係
の
重
要
性
が
親
子
関
係
を
凌
ぐ
ま
で
に
至
っ
た
か
の
問
題
に
っ
い
て
も
同

様
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
現
在
の
祖
先
祭
祀
研
究
、
と
り
わ
け
こ
の
共
同
研
究
「
家
族
・
親
族
と

先
祖
祭

祀
」
の
研
究
課
題
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。
祖
先
祭
祀
の
研
究

動
向
か
ら
も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
祖
先
祭
祀
研
究
の
な
か
で
、
社
会

人
類
学
や

日
本
民
俗
学
の
研
究
は
日
本
に
お
け
る
祖
先
祭
祀
の
多
様
性
、
と
り
わ
け

地
域
的
な
多
様
性
の
研
究
に
多
く
の
関
心
を
集
中
さ
せ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
社

会
学
的
研
究

は
、
戦
後
に
お
け
る
家
族
の
変
化
に
と
も
な
う
祖
先
祭
祀
の
動
態
に
焦

点
を

あ
て
て
研
究
が
す
す
め
ら
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
ま
た
歴
史
学
や
考
古
学
の
研

究
は

さ
ら
に
長
期
的
な
祖
先
祭
祀
の
変
化
に
関
心
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の

よ
う
な
研
究
状
況
に
あ
っ
て
、
現
在
の
祖
先
祭
祀
研
究
、
と
り
わ
け
こ
の
共
同
研
究

「
家
族
・
親
族
と
先
祖
祭
祀
」
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
課
題
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　

ま
ず
第
一
に
、
日
本
の
祖
先
祭
祀
の
地
域
的
な
変
差
が
ま
ず
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ

き
で
あ
り
、
さ
ら
に
祖
先
祭
祀
の
地
域
性
が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
家
族
・
親
族
組
織

と
ど
う
関
連
し
て
い
る
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
柳
田
国
男
の
祖
先
祭

祀
研
究

は
す
で
に
の

べ
た

よ
う
に
、
日
本
の
祖
先
祭
祀
の
一
般
的
特
質
の
解
明
に
む

け

ら
れ
て
き
た
が
、
柳
田
国
男
が
モ
デ
ル
と
し
た
祖
先
祭
祀
形
態
は
日
本
の
祖
先
祭

祀
の

一
つ
の

モ
デ

ル
に
す

ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
祖
先
祭
祀
の
地
域
性
に
つ
い
て
さ
ら

に
研
究
を
深
め
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
場
合
の
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
一
方
で
は

「
位
牌
分
け
」
「
分
牌
祭
祀
」
「
オ
ヤ
ジ
マ
イ
」
「
総
墓
」
「
年
齢
階
梯
制
墓
制
」
な
ど

地
域
的
に
特
徴
あ
る
祖
先
祭
祀
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
で
あ
り
、
他
方
で
は
都
市
の
核

家
族
、
な
い
し
賃
労
働
者
家
族
の
祖
先
祭
祀
で
あ
る
。
祖
先
祭
祀
と
家
族
の
関
連
を
、
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家
族
や
親
族
組
織
を

独
立
変
数
、
祖
先
祭
祀
を
従
属
変
数
と
す
れ
ぽ
、
大
間
知
篤
三

（
一
九

五
〇
）
や
蒲
生
正
男
（
一
九
八
二
）
を
は
じ
め
と
し
て
多
く
の
研
究
者
が
提

示

し
て
き
た
家
族
や
親
族
組
織
の
地
域
的
類
型
の
存
在
は
、
そ
れ
に
適
合
す
る
祖
先

祭
祀
の

地
域
的
類
型
の

存
在
を

予
想

さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
ま
ず
明
ら

か
に

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
二
に
、
日
本
の
祖
先
祭
祀
の
長
期
的
・
短
期
的
変
化
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き

で

あ
る
。
日
本
の
祖
先
祭
祀
が
基
本
的
に
家
族
を
単
位
と
し
て
成
立
し
て
い
る
と
す

れ

ぽ
、
父
方
先
祖
を
中
心
と
し
た
祖
先
祭
祀
形
態
の
形
成
は
、
家
の
成
立
の
問
題
と

ふ
か
く
か
か
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
明
治
以
降
近
代
に
お
い
て
日
本
の
祖

先
祭
祀
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
、
と
く
に
新
宗
教
や
商
家
同
族
組
織
に
お
け
る

祖
先
祭
祀
が

ど
の
よ
う
な
構
造
を
も
つ
か
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
戦
後
に
お
け
る
祖
先
祭
祀
の
変
化
の
実
態
が
家
族
の
変
化
と
の
関
連
で
い
っ

そ

う
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
祖
先
祭
祀
の
諸
形
態
が
日
本
人
の
死
者
観
、
他
界
観
と
ど
う
か
か
わ
っ

て

い

る
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
っ
て
考
え
ら
れ
る
問
題
と

し
て
は
、
柳
田
国
男
の
提
起
し
た
祖
霊
化
過
程
の
問
題
、
と
く
に
死
霊
と
祖
霊
の
類

別

と
関
係
の
問
題
を
つ
う
じ
て
、
「
祖
先
と
は
な
に
か
」
が
具
体
的
に
解
明
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
は
父
方
先
祖
の
み
な
ら
ず
母
方
‖
妻
方
先
祖
の
祭
祀
の

問
題
も
当
然
ふ
く
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
第
四
に
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
の
祖
先
祭
祀
の
位
置
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
に
は
中
国
、
台
湾
、
朝
鮮
半
島
の
祖
先
祭
祀
と
の
比

較
研
究
が
必
要
で

あ
り
、
比
較
に
あ
た
っ
て
は
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
祖
先
祭
祀

の

基
本
単
位
の

検
討
も
あ
わ
せ
て
お
こ
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
を
通
し
て
日
本
人
の
基
層
信
仰
の
ひ
と
つ
と
し
て
の
祖
先
祭
祀
を
、
現
段

階

に
お

い
て

社
会
構
造

と
祖
先
観
の
両
面
か
ら
総
合
的
に
明
ら
か
に
す
る
の
が
本
共

同
研
究
の
課
題
で
あ
る
。
日
本
社
会
は
祖
先
祭
祀
の
地
域
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

に

も
、
ま
た
祖
先
祭
祀
の
歴
史
的
変
化
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
も
き
わ
め
て
恵
ま

れ

た
フ

ィ
ー
ル
ド
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
日
本
の
祖
先
祭
祀
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の

分
野
で
個
別
的
に
研
究
が

す
す
め

ら
れ
て
き
た
が
、
こ
の
共
同
研
究
を
つ
う
じ
て
、

日
本
と
い
う
フ
ィ
ー
ル
ド
の
共
通
の
資
料
を
も
と
に
、
社
会
人
類
学
、
社
会
学
、
日

本
民
俗
学
、
歴
史
学
、
考
古
学
の
活
発
な
学
際
的
研
究
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
を
期
待

し
た
い
と
思
う
。

註（
1
）
　
本
稿
は
一
九
八
六
年
五
月
三
〇
日
に
行
な
わ
れ
た
共
同
研
究
「
家
族
・
親
族
と
先
祖

　

祭
祀
」
第
1
回
研
究
会
に
お
け
る
報
告
「
祖
先
祭
祀
と
家
族
・
序
論
」
に
若
干
の
加
除

　
　
訂
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
の
ち
に
の
べ
る
よ
う
に
本
稿
を
「
祖
先
祭
祀
と
家
」
で

　
　
は
な
く
、
「
祖
先
祭
祀
と
家
族
」
と
し
た
の
は
、
単
系
的
親
族
組
織
の
み
な
ら
ず
、
ひ

　
　
ろ
く
家
族
・
親
族
と
祖
先
祭
祀
と
の
関
連
を
問
題
と
し
た
い
と
い
う
目
的
に
も
と
つ
い

　
　
て
い
る
。

（
2
）
　
本
稿
に
お
い
て
は
「
先
祖
」
「
祖
先
」
は
互
換
的
な
用
語
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
す

　
　
る
。
し
た
が
っ
て
「
先
祖
祭
祀
」
「
祖
先
祭
祀
」
も
同
義
と
し
て
用
い
る
。
民
俗
語
彙

　
　
と
し
て
は
セ
ン
ゾ
ム
カ
エ
、
セ
ン
ゾ
オ
ク
リ
、
セ
ン
ゾ
ユ
ズ
リ
（
先
祖
代
々
受
け
継
が

　
　
れ
て
い
る
田
畑
の
こ
と
）
の
よ
う
に
、
「
先
祖
」
が
用
い
ら
れ
、
「
祖
先
」
が
民
俗
語
彙

　
　
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
3
）
　
祖
先
崇
拝
の
二
つ
の
研
究
方
法
に
つ
い
て
フ
ォ
ー
テ
ス
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い

　
　
る
。
「
祖
先
崇
拝
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
崇
教
的
信
仰
と
慣
行
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
、
つ
ま

　
　
り
、
死
や
他
界
、
霊
魂
や
幽
霊
な
ど
の
力
に
つ
い
て
の
諸
概
念
、
そ
し
て
祈
祷
や
供
犠

　
　
の
儀
礼
に
つ
い
て
の
信
念
や
教
義
を
決
定
的
要
素
と
す
る
宗
教
的
シ
ス
テ
ム
と
し
て
、
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考
察

さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
祖
先
崇
拝
は
、
主
と
し
て
、
当
該
社

　
　

会
の
、
と
り
わ
け
家
レ
ベ
ル
で
の
、
社
会
関
係
の
構
造
の
一
様
相
ー
タ
イ
ラ
ー
の
用

　
　

語
を

用
い
れ
ば
、
「
延
長
」
ー
な
の
だ
ろ
う
か
」
（
フ
ォ
ー
テ
ス
一
九
八
〇
、
一
六
四

　
　
頁
）
。

（
4
）
　
フ
ォ
ー
テ
ス
は
、
祖
先
が
母
系
先
祖
の
み
に
限
定
さ
れ
る
母
系
ア
シ
ャ
ン
テ
ィ
社
会

　
　

に
つ
い

て
、
「
祖
先
崇
拝
は
こ
の
社
会
に
お
い
て
法
的
に
社
会
関
係
や
行
動
を
、
政
治

　
　

組
織
の
制
裁
を
バ
ッ
ク
に
規
制
す
る
親
族
・
出
自
構
造
の
領
域
に
属
す
る
事
柄
で
あ
っ

　
　

て
、
倫
理
的
・
心
情
的
思
慮
に
基
づ
い
て
行
動
が
規
制
さ
れ
る
父
子
関
係
の
領
域
と
は
、

　
　

全
く
別
だ
か
ら
で
あ
る
」
と
の
べ
て
い
る
（
フ
ォ
ー
テ
ス
一
九
八
〇
、
一
四
三
頁
）
。

（
5
）
　
一
九
六
七
年
五
月
六
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
日
本
民
族
学
会
第
六
回
研
究
大
会
シ
ン
ポ

　
　
ジ

ウ
ム
「
祖
先
観
と
社
会
構
造
」
は
祖
先
祭
祀
と
単
系
親
族
組
織
と
の
関
連
を
中
心
の

　
　
課
題
と
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
あ
り
、
フ
ォ
ー
テ
ス
の
視
点
に
よ
る
祖
先
祭
祀
研
究
の

　
　
一
応
の
総
括
の
意
味
を
も
つ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
あ
っ
た
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
も
祖

　
　
先
観
と
社
会
構
造
と
は
基
本
的
に
関
連
す
る
の
か
と
い
う
問
題
に
疑
問
を
提
示
し
た
研

　
　

究
者
も
あ
っ
た
。

（
6
）
　
村
武
精
一
（
一
九
七
〇
）
は
親
子
関
係
の
塑
形
性
の
分
析
の
の
ち
、
エ
。
ω
8
葺
の
概

　
　
念
を
問
題
と
し
、
「
．
．
エ
。
c
。
8
艮
、
、
の
概
念
を
、
周
知
の
よ
う
に
〉
．
男
゜
図
え
。
＝
頃
㊦
1

　
　
印
O
≦
昌
や
苦
゜
ウ
o
詳
霧
ら
の
如
く
、
明
確
な
単
系
親
族
集
団
へ
の
成
員
権
資
格
を
あ

　
　
ら
わ
す
こ
と
の
み
に
限
定
し
て
用
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
り
ま
す
」
（
村
武
精
一

　
　
一
九
七
〇
、
　
二
一
二
頁
）
と
の
べ
て
、
社
会
人
類
学
に
お
け
る
合
切
。
。
巳
概
念
の
変

　
　
更
を

提
起
し
て
い
る
。

（
7
）
　
た
と
え
ば
ω
邑
↓
見
戸
は
家
族
の
変
化
に
つ
い
て
「
過
去
三
〇
年
ほ
ど
の
間
に
、

　
　
家
は
そ

の

度
の
局
面
か
ら
見
て
も
完
全
に
崩
壊
し
て
し
ま
い
、
そ
の
遺
制
さ
え
も
そ
う

　
　
い

つ
ま
で
も
生
き
続
け
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」
（
o
力
哀
弓
演
戸
一
九
七
四
、
二
二
〇

　
　
頁
）
と
分
析
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
余
り
に
も
過
大
な
家
族
変
化
の
記
述
で
あ
り
、
祖

　
　
父
母

の
世
代
を

含
む
家
族
は
き
わ
め
て
多
数
存
在
し
て
い
る
。
ま
た
妻
の
親
族
と
の
交

　
　
際
を
最
近
の
変
化
乏
す
る
見
解
は
、
日
本
の
親
族
組
織
に
つ
い
て
の
全
く
の
誤
解
に
も

　
　
と
つ
い
て
い
る
。
さ
ら
に
乙
力
≡
畠
】
戸
の
と
り
あ
げ
た
日
本
の
位
牌
祭
祀
は
ご
く
標
準

　
　
的

な
位
牌
祭
祀
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
「
位
牌
分
け
」
「
分
牌
祭
祀
」
な
ど
地
域
的
に
特

　
　
徴
あ
る
位
牌
祭
祀
形
態
を
問
題
に
し
て
い
な
い
点
も
限
界
が
あ
る
。

（
8
）
　
中
野
卓
（
一
九
五
八
）
は
「
家
」
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
概
念
規
定
し
て
い
る
。
「
家
産

　
　
に
も
と
づ
き
家
業
を
経
営
し
、
家
計
を
と
も
に
し
、
家
の
先
祖
を
祀
り
、
家
政
の
単
位

ま
た
は
家
連
合
の
単
位
と
な
る
制
度
体
」
（
中
野
卓
一
九
五
八
、
五
一
頁
）
。

先
祖
の
祭
祀
は
家
制
度
の
重
要
な
機
能
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

こ

こ
で
も
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課
題
」
『
近
現
代
に
お
け

　

る
「
家
」
の
変
質
と
宗
教
』
、
五
－
三
二
頁

森
岡
清
美
編
（
一
九
八
六
）
『
近
現
代
に
お
け
る
「
家
」
の
変
質
と
宗
教
』
、
新
地
書
房

森
岡
清
美
（
一
九
八
四
）
『
家
の
変
貌
と
先
祖
の
祭
』
、
日
本
基
督
教
団
出
版
局
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森
岡
清
美
二
九
八
九
）
「
家
族
の
変
貌
と
先
祖
祭
祀
」
『
講
座
家
族
心
理
学
』
一
、
八
二
ー

　
一
〇
〇
頁

村
武
精
一
（
一
九
七
〇
）
「
口
琉
祖
先
祭
祀
か
ら
み
た
系
譜
関
係
の
塑
形
性
ー
い
わ
ゆ
る
〈
半

　
檀
家
〉
・
〈
入
墓
制
〉
な
ど
の
民
俗
慣
行
か
ら
ー
」
『
岡
正
雄
教
授
古
稀
記
念
論
文
集
・

　
民
族
学
か
ら
み
た
日
本
』
、
　
一
一
五
ー
一
三
四
頁

中
込
睦
子
（
一
九
八
三
）
「
福
島
県
下
に
お
け
る
∧
オ
ヤ
ジ
マ
イ
V
慣
行
－
家
族
成
員
権
の

　
移
行
と
親
族
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
『
民
族
学
研
究
』
四
八
巻
二
号
、
一
四
六
ー
一
七
四
頁

中
野
　
卓
（
一
九
五
八
）
「
家
と
基
礎
的
な
家
連
合
」
『
日
本
社
会
要
論
』
、
三
七
ー
六
九
頁

中
野
　
卓
（
一
九
六
七
）
「
家
・
同
族
と
先
祖
の
観
念
」
『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
祖
先
観
と
社
会

　
構
造
』
一
〇
1
一
八
頁

2
国
≦
国
昌
、
≦
°
国
゜
（
一
九
七
六
）
』
ミ
o
せ
さ
二
≦
o
已
8
ロ

大
間
知
篤
三
（
一
九
五
〇
）
「
家
の
類
型
」
『
民
間
伝
承
』
一
四
巻
一
二
号
。
四
ー
九
頁

切
旨
弓
苦
戸
゜
（
一
九
七
四
）
』
ミ
Q
是
ミ
き
び
ミ
〉
ざ
○
§
民
ミ
゜
ミ
蔓
S
§
§
o
力
富
巳
o
己

　
C
巳
く
°
勺
器
◎
。
o
力

鈴
木
栄
太
郎
（
一
九
四
〇
）
『
日
本
農
村
社
会
学
原
理
』

高
橋
博
子
（
一
九
七
五
）
「
家
族
形
態
と
先
祖
祭
祀
」
『
家
族
研
究
年
報
』
一
、
三
七
ー
五
頁

竹
田
聴
洲
（
一
九
五
七
）
『
祖
先
崇
拝
』
、
平
楽
寺
書
店

竹

田
聴
洲
（
一
九
七
四
）
「
日
本
の
『
家
』
と
そ
の
信
仰
」
『
社
会
科
学
』
一
六
、
一
－
二
四

　

頁
上
野
和
男
（
一
九
七
八
）
「
奄
美
大
島
管
鈍
に
お
け
る
家
族
の
変
化
」
『
人
類
科
学
』
三
〇
、

　
四

五
ー
七
〇
頁

上
野
和
男
（
一
九
八
二
）
「
日
本
の
祖
名
継
承
法
と
家
族
ー
祖
先
祭
祀
と
家
族
類
型
に
つ
い

　

て

の

一
試
論
1
」
『
政
経
論
叢
』
五
一
巻
五
／
六
号
、
七
七
ー
一
二
三
頁

上
野
和
男
（
一
九
八
三
）
「
奄
美
の
社
会
構
造
」
『
奄
美
の
神
と
村
』
、
七
ー
二
三
頁

上
野
和
男
（
一
九
八
四
）
「
大
家
族
・
小
家
族
・
直
系
家
族
ー
日
本
の
家
族
研
究
の
三
つ
の

　

系
譜
ー
」
『
社
会
人
類
学
年
報
』
一
〇
、
二
九
－
五
〇
頁

上
野
和
男
（
一
九
八
五
）
「
日
本
の
位
牌
祭
祀
と
家
族
ー
祖
先
祭
祀
と
家
族
類
型
に
つ
い
て

　

の
一
考
察
1
」
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
六
、
一
七
三
ー
二
四
九
頁

上
野
和
男
（
一
九
八
七
）
「
新
し
い
家
族
研
究
の
表
象
ー
森
岡
清
美
『
家
の
変
貌
と
先
祖
の

　

祭
』
の
位
置
1
」
『
列
島
の
文
化
史
』
四
、
一
五
六
ー
一
五
八
頁

牛
島
　
巌
（
一
九
六
六
）
「
〈
イ
ハ
イ
V
祭
祀
と
日
本
の
家
族
－
伊
豆
諸
島
・
利
島
を
中
心

　

と
し
て
ー
」
『
民
族
学
研
究
』
三
一
巻
三
号
、
　
一
六
九
ー
一
七
八
頁

牛
島
　
巌
（
一
九
七
六
）
「
与
論
島
社
会
の
く
イ
ハ
イ
V
祭
祀
と
家
族
ー
朝
戸
部
落
の
事
例

　
を
中
心
に
ー
」
『
古
代
中
世
の
社
会
と
民
俗
文
化
』
、
七
一
二
ー
七
四
一
頁

柳
田
国
男
（
一
九
四
六
）
『
先
祖
の
話
』

米
村
昭
二

（
一
九
七

四
）
「
同
族
を
め
ぐ
る
諸
問
題
ー
家
、
同
族
と
祖
先
崇
拝
と
の
関
連
を

　
主
と
し
て
ー
」
『
社
会
学
評
論
』
九
七
、
一
八
ー
三
九
頁

米
村
昭
二

（
一
九
八
一
）
「
現
代
日
本
人
の
先
祖
観
と
先
祖
祭
祀
」
『
現
代
人
と
宗
教
』
（
ジ

　
ュ
リ
ス
ト
総
A
口
特
集
二
一
）
、
　
一
五
一
－
一
五
六
頁

吉

田
　
孝
（
一
九
八
三
）
『
律
令
国
家
と
古
代
社
会
』
、
岩
波
書
店

義
江
明
子
（
一
九
八
六
）
『
日
本
古
代
の
氏
の
構
造
』
、
吉
川
弘
文
館

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
民
俗
研
究
部
）
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Ancestor　Worship　and　Family：An　Introduction

UENo　Kazuo

　　Recently，　especially　since　the　1970s，　there　has　been　much　activity　ill　the　study　of

various　aspects　of　ancestor　worship，　including　the丘elds　of　social　anthropology，　Japanese

folklore，　sociology，　and　the　study　of　religion．　Before　1970，　as　can　be　seen　in　the　African

studies　by　Fortes，　M．，　studies　were　mainly　on　the　relationship　between　unilineal　descent

groups　and　ancestor　worship．　In　Japan，　studies　during　the　same　period　centered　around

the　family　organization　or“le”，　which　is　a　unilineal　descent　group，　and　ancestor　worship．

However，　after　1970，　the　relationship　between　kinship　organization，　which　is　Ilot　a

unilineal　descent　group，　and　ancestor　worship，　became　a　matter　of　growing　interest．

　　The　primary　condition　promoting　this　active　research　into　ancestor　worship　was　the

appearance　of　a　kind　of　socially　problematic　situation，　regarding　how　Japanese　society

conducts　ancestor　worship　today，　as　is　symbolized　in　the“family　Buddhist　altar　boom”

and　the‘‘grave　boom”．　The　second　coldition　was　the　fact　that　researchers　into　family

came　to　tackle　the　question　of　how　to　evaluate　the　post－war　changes　in　the　Japanese

family，　and　that　the　research　into　ancestor　worship　is　considered　to　have　much　meaning

in　the　approach　to　this　subject．　The　third　condition　was　that　a　new　development　in

research　into　family　is　now　required　with　regard　to　aspects　of　ceremonial　worship，　as

opposed　to　the　corroborative　studies　on　Japanese　families　and　kinship，　which　started　in

earnest　at　the　beginrling　of　the　Showa　era，　in　which　the　family　was　long　considered　as

alabor　orgallization，　that　is，　an　economic　unit．

　　Present　studies　on　ancestor　worship，　especially　this　joint　study　on“Family，　Kinship，

and　Ancestor　Worship”，　may　be　considered　to　be　faced　by　the　following　questions：

丘rst，　regional　difference　in　Japanese　ancestor　worship　should　be　clari丘ed　to　begin　with；

second，　long．　and　short．term　changes　in　Japanese　ancestor　worship　should　be　clari丘ed．

Third，　the　question　of　how　the　vari皿s　types　of　ancestor　worship　are　related　to　Japanese

concepts　of　the　dead　and　the　Other　World　should　be　addressed；fourth，　the　position　of

Japanese　ancestor　worship　in　Eastern　Asia　should　be　clari丘ed．　The　subject　of　this　joint

study　is　the　clari丘cation　of　ancestor　worship　as　one　of　the　Japanese　basic　faiths　from

an　overall　consideration　of　the　subject　at　the　present　stage，　from　the　aspects　of　both

social　structure　and　concepts　regarding　ancestors．
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