
荒
蒔
の
秋
祭

奈
良
県
天
理
市
荒
蒔

橋
　
本
　
裕
　
之

荒蒔の秋祭

五四　　一一　　一　　 一
　　一一

は
じ
め
に

秋
祭
の
準
備

宵
宮
の
次
第

本
祭
の
次
第

お
わ
り
に

論

文

要

旨

　
本
稿
は
奈
良
県
天
理
市
荒
蒔
の
秋
祭
を
対
象
に
し
た
調
査
報
告
で
あ
る
。
こ
の
儀
礼
は

か

な
り
安
定
し
た
形
式
を
維
持
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
社
会
的

か

つ
経
済
的

な
環
境
の
変
動
に
と
も
な
っ
て
少
な
か
ら
ず
変
化
し
て
き
た
。
そ
れ
じ
た
い

は
け
っ
し
て
異
彩
を
放
つ
も
の
で
は
な
い
も
の
の
、
随
所
に
歴
史
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
は
、
や
は
り
大
き
な
注
意
を
は
ら
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
で
は
こ
う

し
た
認
識
に
も
と
づ
き
な
が
ら
、
一
九
九
一
年
に
お
こ
な
わ
れ
た
荒
蒔
の
秋
祭
に
つ
い
て

く
わ
し
く
報
告
し
て
い
る
。

　
そ

の
ば

あ
い
、
主
要
な
関
心
は
現
在
の
秋
祭
を
記
録
す
る
と
こ
ろ
に
む
け
ら
れ
る
。
す

な

わ

ち
、
一
九
九
一
年
と
い
う
「
調
査
時
現
在
」
に
お
け
る
調
査
報
告
を
提
示
す
る
こ
と

に

ょ
っ
て
、
幾
多
の
変
遷
を
経
て
き
た
に
ち
が
い
な
い
秋
祭
の
現
在
を
変
化
の
相
に
照
ら

し
て
微
視
的
に
記
述
し
よ
う
と
い
う
の
が
ね
ら
い
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
近
代
化

の

過
程
に

さ
ら
さ
れ
て
あ
る
荒
蒔
と
い
う
集
落
の
現
在
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　
と
こ
ろ
で
、
秋
祭
は
荒
蒔
に
数
多
く
伝
承
さ
れ
て
い
る
儀
礼
の
う
ち
で
も
最
も
よ
く
保

存
さ
れ
て
お
り
、
住
民
の
意
識
を
顕
在
化
さ
せ
る
重
要
な
媒
体
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
秋
祭
に
か
か
わ
る
人
々
の
、
意
識
に
お
け
る
変
化
に
つ
い
て
い

さ
さ
か
論
述
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
秋
祭
に
組
み
こ
ま
れ
て
い
る
奇
妙
な
笑
い
の
作

法

と
そ
れ
に
ま
つ
わ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
（
お
こ
な
わ
れ
な
い
）
説
明
に
そ
く
し
な
が

ら
、
本
来
的
に
言
語
化
さ
れ
な
い
、
つ
ま
り
意
味
に
回
収
さ
れ
る
こ
と
を
こ
ば
む
も
の
と

し
て
あ
る
笑
い
を
説
明
す
る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
が
動
員
さ
れ
る
可
能
性
を
強
調
す

る
と
と
も
に
、
笑
い
に
ま
つ
わ
る
説
明
が
急
速
に
世
俗
化
し
つ
つ
あ
る
現
状
を
指
摘
し
た

の

で
あ
っ
た
。

　
い
ず
れ
に

し
て
も
、
儀
礼
と
い
う
形
式
的
行
動
に
対
す
る
説
明
の
所
在
は
、
今
日
で
も

微
妙
に
揺
れ
続
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
眼
前
に
あ
る
荒
蒔
の
秋
祭
が
か
な
り
安
定
し

た
形
式
を

維
持

し
て
い
た
と
し
て
も
、
や
は
り
黙
し
て
と
お
り
す
ぎ
て
し
ま
う
わ
け
に
は

い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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一　
は
じ
め
に

　
奈
良
県
天
理
市
荒
蒔
で
は
平
成
三
年
（
一
九
九
一
）
の
現
在
に
い
た
る
ま
で
、
一

般
的

に
秋
祭

と
称
さ
れ
る
儀
礼
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
荒
蒔
に
は
秋
祭
を
は
じ
め

と
し
て
多
く
の
儀
礼
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
宮
座
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
き

　
　
　
　
（
1
）

わ
め
て

大
き
い
。
そ
の
な
か
で
も
、
秋
祭
は
か
な
り
安
定
し
た
形
式
を
維
持
し
て
い

る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
秋
祭
に
し
て
も
荒
蒔
が
お
か
れ
た

社
会
的
か

つ
経
済
的
な
環
境
の
変
動
に
と
も
な
っ
て
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
少
な
か
ら
ず

変
化
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
秋
祭
じ
た
い
は
け
っ
し
て
異
彩
を
放
つ
よ
う
な
も
の
で

は
な

い

の

だ

が
、
そ
れ
で
も
随
所
に
歴
史
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
大
き
な
注

意
を

は

ら
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　
荒
蒔
に
は
天
正
元
年
（
一
五
七
三
）
か
ら
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
に
い
た
る
宮

座
の

動
向
を
記
し
た
「
荒
蒔
村
宮
座
中
間
年
代
記
」
の
ほ
か
に
も
、
近
世
な
ら
び
に

近
代
に
お
け
る
宮
座
儀
礼
を
記
し
た
営
帳
と
呼
ば
れ
る
儀
式
帳
が
数
多
く
残
さ
れ
て

い

る
。
荒
蒔
の
宮
座
儀
礼
が
絶
え
ず
変
化
し
て
い
た
消
息
は
、
こ
う
し
た
史
料
を
通

覧
す
る
だ
け
で
も
よ
く
し
の
ぼ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
日
で
も
荒
蒔
に
伝

承

さ
れ
て
い
る
宮
座
儀
礼
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
や
は
り
ま
ず
も
っ
て
そ

の
歴
史
的

な
変
遷
を
視
野
に
お
さ
め
た
、
い
わ
ぽ
通
時
的
な
分
析
を
お
こ
な
わ
な
け

れ
ば
な

ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
荒
蒔
を
対
象
に
し
て
近
世
村
落
に
お
け
る
宮
座
儀
礼
の
形
成
過
程
を

解

明
し
た
澤
井
浩
一
は
、
年
間
の
宮
座
儀
礼
を
概
観
し
た
の
ち
に
、
豊
富
な
種
類
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

重
複

し
た
内
容
を
め
だ
っ
た
特
徴
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
お
も
な
理
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
8

を

荒
蒔
の

集

落
形
成
に
も
と
め
て
「
本
来
、
東
西
の
二
社
に
対
し
双
分
的
な
祭
祀
が
　
3

営

ま
れ
て
い
た
も
の
が
、
合
祀
に
よ
っ
て
二
つ
の
行
事
体
系
が
融
合
さ
れ
繁
雑
な
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

系
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
」
と
結
論
づ
け
る
の
で
あ
る
。
い
わ
れ
て
み
れ
ば
、

本
稿
で
あ
つ
か
う
秋
祭
に
か
ぎ
っ
て
も
、
渡
御
が
二
度
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
は
い

か

に

も
不
自
然
で
あ
っ
た
が
、
氏
の
推
測
は
そ
の
わ
け
を
無
理
な
く
説
明
し
て
い
る

の

で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
氏
は
近
代
に
お
け
る
変
化
に
も
関
心
を
は
ら
っ
て
い
る
か

ら
、
い
ま
さ
ら
筆
者
が
た
ち
い
っ
て
荒
蒔
の
宮
座
儀
礼
に
お
け
る
歴
史
的
な
変
遷
に

つ
い
て

論
述
す

る
必
要
が
あ
る
も
の
と
も
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ

こ
で
本
稿
で
は
、
は
じ
め
に
し
め
し
た
認
識
に
も
と
づ
き
な
が
ら
も
、
一
九
九

一
年
に
お
こ
な
わ
れ
た
荒
蒔
の
秋
祭
に
つ
い
て
く
わ
し
く
報
告
し
た
い
。
そ
の
ば
あ

い
、
主
要
な
関
心
は
現
在
の
秋
祭
を
記
録
す
る
と
こ
ろ
に
む
け
ら
れ
る
。
民
俗
学
に

よ
く
あ
る
よ
う
な
年
代
不
明
の
調
査
報
告
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
一
九
九
一
年
と
い

　
　
　
　
　
（
4
）

う
「
調
査
時
現
在
」
の
調
査
報
告
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
史
料
的
価
値

を
た
か
め
る
と
と
も
に
、
幾
多
の
歴
史
的
な
変
遷
を
経
て
き
た
に
ち
が
い
な
い
秋
祭

の

現
在

を
変
化
の
相
に
照
ら
し
て
微
視
的
に
記
述
し
よ
う
と
い
う
の
が
ね
ら
い
で
あ

る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
近
代
化
の
過
程
に
さ
ら
さ
れ
て
あ
る
荒
蒔
と
い
う
集
落
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

現
在

が
、
い
さ
さ
か
な
り
と
も
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ

う
し
た
も
く
ろ
み
は
当
然
の
よ
う
に
、
民
俗
誌
を
記
述
す
る
実
践
に
ま
つ
わ
る
諸
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

題
に

も
深
く
か
か
わ
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

　
澤
井
浩
一
は
現
在
の
宮
座
儀
礼
に
ふ
れ
て
、
「
儀
礼
の
数
は
多
く
内
容
も
豊
富
で

あ
る
も
の
の
、
住
民
の
意
識
レ
ベ
ル
で
は
社
会
的
な
意
味
付
け
が
な
さ
れ
ず
形
骸
化
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（
7
）

し
て
い
る
」
と
書
き
つ
け
て
い
る
。
氏
の
関
心
は
残
念
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
問
題
意

識
を

深
め

る
と
こ
ろ
に
は
む
か
っ
て
い
な
い
の
だ
が
、
筆
者
に
は
き
わ
め
て
重
大
な

関
心
事
で
あ
る
。
住
民
の
意
識
を
記
述
す
る
と
い
っ
て
も
至
難
の
わ
ざ
だ
が
、
秋
祭

は

数
あ
る
宮
座
儀
礼
の
う
ち
で
も
最
も
よ
く
保
存
さ
れ
て
お
り
、
住
民
の
意
識
を
顕

在
化

さ
せ
る
媒
体
と
し
て
注
目
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
対
象
を
秋
祭
に
限
定

し
た
の
も
、
ま
さ
し
く
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
さ
し
あ
た
っ
て
、

秋
祭
の
次
第
に
組
み
こ
ま
れ
て
い
る
奇
妙
な
笑
い
の
作
法
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
っ
て
お

こ
な
わ
れ
る
（
お
こ
な
わ
れ
な
い
）
説
明
に
そ
く
し
て
、
い
さ
さ
か
論
述
し
た
い
と

思
っ
て
い
る
。

　
と
も
か
く
荒
蒔
に
出
か
け
て
み
よ
う
。
本
稿
は
主
と
し
て
、
一
九
九
一
年
十
月
九

日
か
ら
十
一
日
に
か
け
て
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
民
俗
研
究
部
の
上
野
和
男
氏
と
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

も
に
お
こ
な
っ
た
現
地
調
査
に
も
と
つ
い
て
い
る
。

二
　
秋
祭
の
準
備

　
秋
祭
の
準
備
は
蕨
ぎ
か
ら
は
じ
ま
る
。
十
月
六
B
、
朝
か
ら
村
神
主
と
当
屋
の
ふ

た

り
が
布
留
川
の
上
流
に
あ
る
桃
尾
の
滝
に
い
っ
て
水
垢
離
を
と
る
。
近
世
に
は
九

月
八
日
、
秋
祭
が
十
月
十
二
、
十
三
日
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
数
年
前
ま
で
は
九
日

以
前
に
す

ま
せ
る
な
ら
わ
し
で
あ
っ
た
。
綾
ぎ
に
出
か
け
る
日
は
つ
こ
う
に
よ
っ
て

前
後

し
て
お
り
、
は
っ
き
り
き
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
。
い
ま
で
は
秋
祭
に
近
い
日
曜

日
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
一
九
九
一
年
の
ば
あ
い
に
は
十
月
六
日
だ
っ
た
と
い
う

わ
け

で
あ
る
。
か
つ
て
は
裸
に
な
っ
て
水
に
つ
か
っ
て
い
た
も
の
の
、
近
年
で
は
水

に
手

足
を

つ
け
る
ぐ
ら
い
に
し
て
い
る
。
簡
略
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
は
水
が
冷
た

い

せ
い

も
あ
る
が
、
ど
う
や
ら
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
ら
し
い
。
桃
尾
の
滝
で
は
週
末

に

な
っ
た
ら
い
つ
も
、
大
阪
な
ど
か
ら
や
っ
て
き
た
講
の
団
体
が
滝
に
う
た
れ
て
本

格
的
な
喫
ぎ
を
し
て
お
り
、
そ
れ
に
く
ら
べ
て
い
さ
さ
か
気
が
ひ
け
る
と
こ
ろ
も
あ

っ

た

よ
う
で
あ
る
。

　
喫
ぎ
場
に
も
変
遷
が
あ
る
。
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
に
宮
座
が
改
正
さ
れ
る

以

前
、
つ
ま
り
旧
座
の
こ
ろ
に
は
、
斑
鳩
町
の
稲
葉
車
瀬
に
あ
る
竜
田
川
の
襖
ぎ
場

ま
で
出
か
け
て
い
た
。
こ
れ
は
古
く
か
ら
き
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
喫
ぎ
場
に
は

松
が
数
本
は
え
て
お
り
、
小
さ
な
滝
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
村
神
主
と
当
屋
が
喫

ぎ
を
す
ま
せ
た
ら
、
旧
座
の
座
衆
が
そ
ろ
っ
て
竜
田
川
の
川
原
に
出
か
け
て
、
持
参

し
た
弁
当
に
舌
鼓
を
う
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
終
戦
後
、
水
が
汚
く
な
っ
て
き
た
の
で
、
石
上
神
宮
の
裏
手
に
あ
る
鶯

の

滝

と
い
う
小
さ
な
滝
で
水
垢
離
を
と
り
は
じ
め
る
。
こ
れ
が
し
ば
ら
く
続
い
た
が
、

昭
和
四

十
五
年

（
一
九
七
〇
）
か
ら
桃
尾
の
滝
に
落
ち
つ
い
て
、
今
日
に
い
た
っ
て

い

る
。
絞
ぎ
場
に
出
か
け
た
と
き
、
当
屋
は
小
石
を
四
、
五
ケ
、
お
よ
び
檜
の
葉
を

と
っ
て
持
ち
帰
る
。
小
石
は
宵
宮
と
本
祭
の
両
日
に
当
屋
宅
で
風
呂
を
わ
か
す
さ
い

に
、
檜
の
葉
は
当
屋
宅
の
門
口
に
お
か
れ
る
屋
形
を
つ
く
る
さ
い
に
、
そ
れ
ぞ
れ
用

　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

い

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
十
月
八
日
、
当
屋
宅
で
は
朝
か
ら
村
神
主
が
屋
形
を
つ
く
り
は
じ
め
る
。
屋
形
は

方
形
に
切

り
出
し
た
芝
を
七
ケ
か
さ
ね
た
と
こ
ろ
に
竹
の
棒
を
た
て
て
、
周
囲
を
檜

の
葉
で
葺
い
た
も
の
で
あ
る
（
写
真
1
）
。
正
面
に
入
口
が
も
う
け
て
あ
っ
て
、
御
幣
　
1
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3

を
収
納
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
大
き
さ
は
幅
二
尺
、
奥
行
き
一
尺
、
高
さ
二
尺
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　頴・叉

艦
、

暮
羅

蕪
畿

議
纏
灘

懲
写真1　当屋宅の門口におかれた屋形写真2　当屋宅の門口にはられた注連縄

ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
。
「
神
さ
ん
が
一
時
お
移
り
に
な
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
な

ぜ
か
営
帳
に

は

ま
っ
た
く
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。
屋
形
が
ひ
と
と
お
り
完
成
し
た
ら
、

続

い
て

村
神
主
は

当
屋
宅
の
門
口
に
は
る
注
連
縄
に
と
り
か
か
る
。
や
は
り
方
形
に

切
り
出
し
た
芝
を
四
ケ
か
さ
ね
た
も
の
を
ふ
た
つ
、
当
屋
宅
の
門
口
に
な
ら
べ
る
。

そ

こ
に
葉
の
つ
い
た
青
竹
を
二
本
た
て
て
、
村
神
主
が
な
っ
た
縄
を
は
る
の
で
あ
る

（
写
真
2
）
。
そ
の
た
め
に
、
当
屋
は
あ
ら
か
じ
め
縄
を
う
っ
て
用
意
し
て
い
る
。

　

竹
は
孟
宗
竹
の
雌
竹
、
い
ま
で
は
竹
で
あ
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
じ
っ

さ
い
に
は
荒
蒔
が
所
有
す
る
溜
池
の
周
囲
で
切
り
出
し
た
も
の
が
使
用
さ
れ
る
。
芝

も
溜
池
の
堤
防
か
ら
と
っ
て
き
た
が
、
近
年
に
な
っ
て
購
入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
九

九
一
年
の
ば
あ
い
、
屋
形
や
注
連
縄
は
八
日
に
し
あ
げ
て
い
た
。
一
日
で
す
む

か

ら
と
い
う
の
で
、
九
日
の
朝
に
つ
く
る
ば
あ
い
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
つ

て

は
宵
宮
の
日
に
つ
く
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
ら
、
む
し
ろ
こ
ち
ら
が
古
い
か
た

ち

で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
午
後
一
時
す
ぎ
、
当
屋
宅
で
は
村
神
主
の
た
ち
あ
い
に
よ
っ
て
餅
つ
き
に
と
り
か

か

る
。
こ
れ
は
当
屋
の
仕
事
で
あ
る
。
こ
れ
も
か
つ
て
は
宵
宮
の
午
前
中
で
お
こ
な

わ
れ
て

い

た
。
餅
米
二
升
で
小
餅
を
十
八
ケ
、
同
じ
く
餅
米
二
升
で
大
餅
を
四
ケ
つ

く
る
。
い
ず
れ
も
九
日
の
本
祭
に
奉
納
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
勝
手
神
社
の
正
面
に

あ
っ
た
八
畝
の
宮
田
（
ミ
ヤ
デ
ン
、
ミ
ヤ
ダ
と
も
い
う
）
で
つ
く
ら
れ
る
餅
米
を
用

い
た
の

が
本
来
で
あ
っ
た
が
、
戦
後
の
農
地
解
放
で
宮
田
が
な
く
な
っ
て
か
ら
は
、

餅
米
で
あ
れ
ば
何
で
も
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
。
午
後
四
時
ご
ろ
、
餅
つ
き
が
終
わ
っ

た

ら
、
村
神
主
は
ま
っ
す
ぐ
帰
宅
す
る
。
当
屋
が
村
神
主
を
接
待
す
る
な
ら
わ
し
は

廃
止
さ
れ
て
、
い
ま
は
な
い
。
こ
の
日
は
茶
を
出
す
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
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も
う
ひ
と
つ
だ
け
、
提
灯
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
お
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
勝
手

神
社
の

近

く
を
流
れ
る
川
に
沿
っ
て
吊
り
さ
げ
ら
れ
た
三
ケ
の
提
灯
は
、
当
屋
に
よ

っ

て

八

日
の
う
ち
に
と
り
つ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
神
社
の
鳥
居
に
吊
り
さ

げ
ら
れ
た
細
長
い
五
ケ
の
提
灯
は
、
座
衆
の
管
轄
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
荒

蒔
の
本
村
（
ホ
ン
ム
ラ
）
、
す
な
わ
ち
新
興
住
宅
地
を
除
い
た
旧
村
の
氏
子
が
三
、

四

軒
で
一
組
に
な
っ
て
こ
の
提
灯
を
た
て
る
当
番
を
引
き
受
け
て
お
り
、
や
は
り
八

日
の
う
ち
に
準
備
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
戦
前
ま
で
青
年
団
の
仕
事
で

あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
筆
者
が
荒
蒔
に
到
着
し
た
の
は
十
月
九
日
の
午
後
一
時
ご
ろ
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
記
し
て
き
た
準
備
の
手
順
は
、
い
ず
れ
も
筆
者
の
実
見
す

る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
大
部
分
は
村
神
主
を
勤
め
る
寺
内
肇
信
さ
ん
（
大

正
四
年

（
一
九
一
五
）
生
ま
れ
）
か
ら
聞
い
た
話
に
も
と
つ
い
て
い
る
。
そ
こ
で
、

ひ

と
ま
ず
秋
祭
の
次
第
を
あ
と
づ
け
る
試
み
を
中
断
し
て
、
村
神
主
の
み
な
ら
ず
秋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

祭
を
運
営
し
て
い
る
座
衆
（
ザ
ア
シ
ュ
ウ
）
に
つ
い
て
少
し
ぼ
か
り
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
座
衆
は
か

つ
て

旧

座
の

九
戸
か

ら
構
成
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
三
六
年
に
宮
座
が

改
正
さ
れ
た
さ
い
に
新
座
の
十
五
戸
が
加
入
し
た
。
現
在
で
は
二
十
四
戸
が
順
番
に

当
屋
を
勤
め
て
い
る
。
当
屋
は
年
間
を
つ
う
じ
て
宮
座
儀
礼
に
奉
仕
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
旧
座
の
座
衆
は
古
く
か
ら
き
め
ら
れ
て
い
た
順
番
に
し
た
が
っ
て
、
続
い

て

新
座
の

座
衆
は
加
入
時
に
お
け
る
年
齢
順
に
し
た
が
っ
て
当
屋
を
勤
め
て
い
る
。

一
九

九
一
年
の
ぽ
あ
い
、
森
口
芳
治
さ
ん
が
当
屋
、
安
田
逸
次
さ
ん
が
ア
ト
当
屋

（
翌
年
の
当
屋
）
で
あ
っ
た
。
当
屋
の
身
内
に
不
幸
が
あ
っ
た
ら
、
そ
の
時
点
か
ら

ア

ト
当
屋
が
く
り
あ
が
っ
て
当
屋
に
な
っ
て
、
当
屋
は
ア
ト
当
屋
に
な
る
。
そ
し
て

翌
年
、
あ
ら
た
め
て
勤
め
な
か
っ
た
部
分
の
み
奉
仕
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
座
衆
の

順
序
に
で
き
る
だ
け
影
響
を
お
よ
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
配
慮
し
た
結
果
で

あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
座
衆
の
う
ち
七
十
歳
以
下
で
年
長
の
五
人
を
五
人
衆
と
い
い
、
基
本
的
に
は
五
人

衆
に
お
け
る
最
年
長
者
が
村
神
主
を
勤
め
て
い
る
。
五
人
衆
に
欠
員
が
で
き
た
と
き

に

は
、
年
齢
の
順
番
に
し
た
が
っ
て
補
充
さ
れ
る
。
今
日
、
五
人
衆
は
宮
座
の
世
話

方

と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
秋
祭
を
は
じ
め
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る

宮
座
儀
礼
は
村
神
主
が
中
心
に
な
っ
て
お
こ
な
い
、
こ
れ
を
五
人
衆
が
補
佐
す
る
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
村
神
主
は
健
康
で
身
内
に
不
幸
が
な
け
れ
ば
永
続
的
に
勤
め
る
も
の
と
さ
れ
て
い

た

が
、
昭
和
二
十
七
年
（
一
九
五
二
）
か
ら
二
年
で
交
代
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
か

つ
て

は
年
長
者
が
多
か
っ

た
た
め

に
、
六
十
五
、
六
歳
に
な
っ
て
よ
う
や
く
五
人
衆

に

な
る
ば
あ
い
も
少
な
く
な
か
っ
た
ら
し
い
。
こ
こ
し
ば
ら
く
は
適
当
な
年
齢
に
達

し
た
人
材
が
払
底
し
て
い
る
の
で
、
や
む
な
く
寺
内
さ
ん
が
七
十
歳
を
す
ぎ
て
も
隠

居

し
な
い
で
、
引
き
続
い
て
勤
め
て
い
る
。

　
村
神
主
に

な
っ
た
ら
当
然
の
よ
う
に
、
多
く
の
仕
事
を
こ
な
さ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な

い
。
毎
日
の
よ
う
に
勝
手
神
社
を
掃
除
し
て
、
毎
月
の
一
日
・
十
五
日
お
よ
び
祭
の

日
に
は
勝
手
神
社
ま
で
灯
明
を
あ
げ
に
い
っ
て
、
勝
手
神
社
で
門
松
や
注
連
縄
を
準

備
し
て
…
…
、
宮
座
儀
礼
に
ま
つ
お
る
諸
事
は
い
ず
れ
も
村
神
主
の
管
轄
す
る
と
こ

ろ

と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
村
は
神
主
給
料
を
し
は
ら
い
、
当

屋
は
千
円
を
さ
し
だ
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
宮
座
と
し
て
は
何
も
出
さ
な
い
の

が
な

ら
わ
し
で
あ
る
。
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近
鉄
天
理
線
の
二
階
堂
駅
か
ら
徒
歩
で
荒
蒔
に
は
い
っ
た
筆
者
は
、
偶
然
に
も
会

所
前
で
寺
内
さ
ん
に
出
会
っ
た
。
寺
内
さ
ん
は
祭
典
用
の
ハ
ナ
ゴ
ザ
が
手
に
は
い
ら

な

い

と
い
う
の
で
、
畳
表
を
破
っ
て
即
席
の
ゴ
ザ
を
つ
く
っ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。

寺
内
さ
ん
宅
だ
け
で
は
な
く
、
荒
蒔
の
本
村
に
あ
る
家
の
軒
さ
き
に
は
、
ほ
ぼ
例
外

な
く
提
灯
が
ぶ
ら
さ
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
多
く
の
ば
あ
い
、
筆
者
が
二
階
堂
駅
か

ら
荒
蒔
に
む
か
う
途
中
に
み
つ
け
た
提
灯
屋
か
ら
購
入
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ

は

さ
て
お
き
、
つ
ぎ
か
ら
あ
ら
た
め
て
秋
祭
の
光
景
を
く
わ
し
く
再
現
す
る
試
み
に

と
り
か
か
り
た
い
。

三
　
宵
宮
の
次
第

　
十
月
九
日
は
宵
宮
の
日
で
あ
る
。
近
年
に
い
た
る
ま
で
十
月
十
二
日
で
あ
っ
た
が
、

祝

日
に
あ
わ
せ
て
九
日
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。
近
世
に
は
九
月
十
二
日
で
あ
っ
た
。

午
後
二
時
す
ぎ
、
石
上
神
宮
の
神
官
が
当
屋
を
勤
め
る
森
口
さ
ん
宅
に
や
っ
て
く
る

（
写
真
3
）
。
森
口
さ
ん
は
自
宅
で
は
な
く
公
民
館
を
借
り
て
当
屋
を
勤
め
た
い
と
申

し
出
て
い
た
の
だ
が
、
前
例
が
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
結
局
の
と
こ
ろ
承
認
さ
れ
な
か

っ

た
。
門
口
に
は
あ
ら
か
じ
め
準
備
し
て
お
い
た
提
灯
・
屋
形
・
注
連
縄
が
あ
る
ほ

か
（
写
真
4
）
、
白
砂
も
敷
き
つ
め
ら
れ
て
い
る
。
神
官
は
到
着
し
た
ら
宵
宮
用
の
御

幣
を

二
本
、
本
祭
用
の
御
幣
を
二
本
、
屋
形
に
お
さ
め
る
小
さ
な
御
幣
を
一
本
つ
く

り
は
じ
め
る
。
屋
形
用
の
御
幣
は
で
き
あ
が
り
し
だ
い
、
そ
の
ま
ま
屋
形
に
お
さ
め

ら
れ
る
。

　
神
霊
に

ま
つ
わ
る
儀
礼
は
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
か
ら
、
屋
形
に
や
ど
る
と
さ
れ

る
神
霊
が
は
た
し
て
い
か
な
る
性
格
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
こ
れ
だ
け
で
は
は
っ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
22

り
し
な
い
。
大
和
平
野
に
多
く
あ
っ
て
荒
蒔
で
も
た
し
か
め
ら
れ
る
野
神
（
写
真
5
）
　
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

に

つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
な
い
で
も
な
い
の
だ
が
、
儀
礼
の
構
成
に
矛
盾

の

な
い
論
理
を
も
と
め
る
こ
と
じ
た
い
、
そ
も
そ
も
無
理
な
注
文
な
の
か
も
し
れ
な

い
。
屋
形
に
や
ど
る
神
霊
の
性
格
を
実
証
し
よ
う
と
し
て
も
、
困
難
な
事
態
に
お
ち

い
っ

て

し
ま
う
の
は
避
け
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
興
味
深
い
逸
話
を
ひ
と
つ
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
今
日
、
宵
宮
と
本
祭
の

祭
典
は

石
上
神
宮
か
ら
き
た
神
官
に
よ
っ
て
勤
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
け
っ
し

て

古
い

し
き
た
り
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
十
三
年
し
か
た
っ
て
い
な
い
の
で

あ
る
。
長
ら
く
奉
仕
し
て
い
た
天
理
市
六
条
町
の
神
官
が
な
く
な
っ
て
か
ら
石
上
神

宮
に
な
っ
た
と
い
う
の
が
真
相
で
あ
り
、
一
時
は
民
俗
学
者
で
あ
る
保
仙
純
剛
氏
も

勤
め
て

い

た
。
古
い
時
代
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
石
上
神
宮
は
つ
い
最
近
ま
で
荒

蒔
の
秋
祭
に
ま
っ
た
く
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

宵
宮
の
次
第
に
も
ど
ら
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
同
じ
く
午
後
二
時
す
ぎ
、
村
神
主

が

当
屋
宅
に
や
っ
て
き
て
、
当
屋
と
と
も
に
キ
ョ
ウ
と
呼
ぽ
れ
る
御
供
を
調
製
す
る
。

キ

ョ

ウ
は
通
称
を
ス
ス
キ
と
い
い
、
炊
飯
を
円
錐
形
に
盛
っ
た
も
の
で
あ
る
。
か
つ

て

は
シ

ラ
ム
シ
（
蒸
飯
）
で
あ
っ
た
が
、
食
べ
に
く
い
の
で
あ
ら
た
め
ら
れ
た
。
こ

れ
が

終
わ
っ

た

ら
、
村
神
主
だ
け
六
日
に
用
意
し
て
い
た
小
石
を
い
れ
て
沸
か
し
た

風

呂
に
は
い
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
候
ぎ
と
し
て
い
る
。
本
来
な
ら
ば
座
衆
は
全
員
は

い

ら
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
だ
が
、
い
ま
で
は
す
っ
か
り
敬
遠
さ
れ
て
い
る
。
寺
内

さ
ん
は
ほ
か
の
座
衆
か
ら
「
代
表
で
は
い
っ
と
い
て
く
れ
」
と
い
わ
れ
た
よ
う
で
あ

っ
た
。
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写真3　当屋宅の全景

　
午
後
三
時
す

ぎ
、
座
衆
が
当
屋
宅
に
三
々
五
々
や
っ
て
き
て
、
「
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
」
と
い
っ
て
か
ら
部
屋
に
あ
が
る
。
一
九
九
一
年
の
ぼ
あ
い
、
嫁
の
実
家

で
不
幸
の

あ
っ
た
家
が
二
軒
あ
っ
た
。
寺
内
さ
ん
は
気
に
し
な
い
で
参
列
し
て
ほ
し

い

と
依
頼
し
た
の
だ
が
、
そ
の
う
ち
一
軒
は
結
局
の
と
こ
ろ
参
列
し
な
か
っ
た
。
村

神

主
が

か

ま
わ
な
い
と
判
断
し
た
と
こ
ろ
で
、
も
し
も
何
か
異
変
が
あ
っ
た
ら
や
は

り
あ
れ
こ
れ
う
わ
さ
さ
れ
る
か
ら
、
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

後

日
、
寺
内
さ
ん
は
「
人
間
の
弱
い
と
こ
ろ
で
す
か
な
あ
」
と
も
ら
し
て
い
た
。

　
そ

れ
に

し
て
も
、
背
広
を
着
用
し
て
い
る
座
衆
が
や
け
に
め
だ
つ
。
村
神
主
を
は

じ
め
と
す
る
五
人
衆
・
当
屋
・
ア
ト
当
屋
を
除
い
た
ら
全
員
が
背
広
を
着
用
し
て
お

り
、
筆
者
が
こ
う
し
た
感
想
を
持
っ
た
の
も
当
然
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
二
十
年
ぐ
ら

写真4　当屋宅の門口

写真5　野神の全景

い
前

か

ら
徐
々
に
お
こ
っ
て
き
た
現
象
で
あ
り
、
か
つ
て
は
峠
こ
そ
な
か
っ
た
が
、

紋
付

き
羽
織
・
袴
の
い
で
た
ち
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
寺
内
さ
ん

の

い

う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
今
日
そ
れ
を
強
要
し
た
ら
参
列
者
が
少
な
く
な
っ
て
し

ま
う
ら
し
い
。
新
座
の
座
衆
が
は
じ
め
て
新
当
屋
を
勤
め
た
こ
ろ
に
は
、
紋
付
き
羽

織
・
袴
を
新
調
す
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
負
担
に
苦
し
め
ら
れ
た

と
い
う
か
ら
、
い
ま
や
隔
世
の
感
が
あ
る
。

　
午
後
三
時
半
、
当
屋
宅
に
集
合
し
た
座
衆
が
昆
布
茶
を
飲
ん
で
か
ら
ぞ
ろ
ぞ
ろ
出

て

き
た
。
門
口
で
村
神
主
が
「
ひ
と
笑
い
願
い
ま
す
」
と
一
声
、
こ
れ
に
対
し
て
座

衆

は
一
斉
に
「
ワ
ハ
ハ
ハ
ァ
ー
」
と
い
う
（
写
真
6
）
。
そ
れ
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
作
　
2
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3

法
に
ま
つ
わ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
（
お
こ
な
わ
れ
な
い
）
説
明
は
興
味
深
い
話
題
を
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写真6　座衆が笑いの作法をおこなう

提
供

し
て
く
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
く
わ
し
く
後
述
し
た
い
。
座
衆
は

そ

の

ま
ま
二
列
を
な
し
て
、
勝
手
神
社
に
む
か
う
（
写
真
7
）
。
勝
手
神
社
に
つ
う
じ

る
正
規
の
道
で
あ
る
本
道
（
ホ
ン
、
・
・
チ
）
を
進
む
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
行
列
に
お

け

る
順
序
は
あ
ま
り
は
っ
き
り
意
識
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
そ
れ
で
も
漠
然
と

し
た
き
ま
り
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
先
頭
に
は
御
幣
を

持
っ
た
当
屋
と
ア
ト
当
屋
が
な
ら
ん
で
い
る
。
ど
ち
ら
も
麻
で

つ
く
っ
た
青
い
素
襖
（
鶴
の
紋
が
は
い
っ
て
い
る
）
・
袴
・
侍
烏
帽
子
を
着
用
し
て
い

る
が
、
足
元
は
サ
ン
ダ
ル
と
靴
と
い
う
い
で
た
ち
で
あ
る
。
引
き
続
い
て
キ
ョ
ウ
を

の

せ
た
膳
を

持
っ
た
も
の
が
六
人
、
玉
串
を
の
せ
た
膳
を
持
っ
た
も
の
が
ひ
と
り
、

写真7　宵宮の行列が勝手神社にむかう

写真8　青年会が露店を準備する

つ
ぎ
が
石
上
神
宮
の
神
官
で
あ
る
。
五
人
衆
の
う
ち
村
神
主
を
含
め
た
四
人
（
も
う

ひ

と
り
は
ア
ト
当
屋
で
あ
る
）
が
こ
れ
に
後
続
す
る
。
い
ず
れ
も
木
綿
で
つ
く
っ
た

薄
茶
の
素
襖
（
じ
っ
さ
い
に
は
水
干
で
あ
る
）
・
袴
・
立
烏
帽
子
を
着
用
し
て
い
る
。

さ
ら
に
区
長
な
ら
び
に
氏
子
総
代
を
勤
め
る
荒
井
貫
司
さ
ん
、
荷
物
を
持
っ
た
も
の

が

ふ
た

り
続
い
て
、
最
後
に
ひ
と
り
、
自
転
車
に
乗
っ
て
行
列
を
追
い
か
け
る
も
の

が

い

る
。
総
勢
十
八
人
の
行
列
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
荒
井
さ
ん
は
座
衆
で
は
な

い

が
、
氏
子
総
代
と
し
て
参
列
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
当
屋
・
ア
ト
当
屋
・
五
人
衆

の

装
束
は
座
衆
が

共
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
午
後
三
時
三
十
七
分
、
行
列
は
勝
手
神
社
に
到
着
し
た
。
境
内
で
は
露
店
の
準
備
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が

お

こ
な
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
青
年
会
が
自
前
で
出
す
も
の
で
あ
る
（
写

真

8
）
。
行
列
は
そ
の
ま
ま
拝
殿
に
む
か
っ
た
。
座
衆
は
通
路
を
は
さ
ん
で
左
右
に

わ
か
れ
た

拝
殿
の

う
ち
、
右
側
の
壁
面
に
二
本
の
御
幣
を
た
て
か
け
て
、
そ
の
左
横

に
キ

ョ

ウ
を
の
せ
た
膳
と
榊
を
の
せ
た
膳
を
な
ら
べ
る
。
ま
も
な
く
左
側
に
座
衆
が
、

右
側
に
神
官
が
着
座
す
る
。
座
衆
の
座
順
は
と
り
た
て
て
き
ま
っ
て
い
な
い
。
祝
詞

の

奏
上
が
さ
き
か
御
幣
の
奉
納
が
さ
き
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
ら
し
く
、
神
官
が
村
神

主
に
手
順
を

た

し
か
め
て
い
る
。
座
衆
は
あ
れ
や
こ
れ
や
議
論
し
は
じ
め
た
。
い
さ

さ
か
騒
々
し
い
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
前
者
を
さ
き
に
す
る
こ
と
で
意
見
が
一
致
し
た
。

「
私

ら
よ
う
わ
か
ら
ん
」
と
い
っ
た
い
さ
さ
か
無
責
任
な
発
言
も
飛
び
出
し
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
の
、
ま
も
な
く
静
か
に
な

写真9　座衆がキョウを本殿に奉納する

る
。　

午
後
三
時
四
十
分
、
祭

典
が
は

じ
ま
っ
た
。
神
官

が
右
側
の
拝
殿
で
祝
詞
を

奏
上
す
る
。
午
後
三
時
四

十
四

分
、
祝
詞
の
奏
上
が

終
わ

る
。
祭
典
用
の
御
幣

で
神
職
が
修
祓
し
た
の
ち
、

御
幣
を

元
の

場
所
に
も
ど

す
。
午
後
三
時
四
十
五
分
、

献
撰
で
あ
る
。
キ
ョ
ウ
を

持
っ
て
い
た
座
衆
が
六
人

と
も
に
進
み
出
て
、
キ
ョ
ゥ
を
順
序
よ
く
手
渡
し
て
い
く
（
写
真
9
）
。
中
央
の
本
殿

に

ニ

ケ
、
左
右
の
小
宮
に
一
ケ
ず
つ
、
つ
こ
う
四
ケ
の
キ
ョ
ウ
が
供
え
ら
れ
た
。
こ

の

と
き
、
境
内
の
む
か
っ
て
左
側
に
あ
る
観
音
堂
、
お
よ
び
む
か
っ
て
右
側
に
あ
る

ジ

ュ

ウ
ラ
ク
さ
ん
（
シ
ュ
ラ
セ
ツ
、
ジ
ュ
ラ
シ
キ
と
も
い
う
）
に
も
一
ケ
ず
つ
供
え

る
。
本
殿
に
む
か
っ
て
右
側
が
勝
手
神
社
、
左
側
が
子
守
神
社
、
小
宮
は
右
側
が
石

上
社
、
左
側
が
葛
神
社
で
あ
る
。
ま
た
、
ジ
ュ
ウ
ラ
ク
さ
ん
は
お
そ
ら
く
十
羅
刹
で

あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
続
い

て

神
官
が
二
本
の
御
幣
を
本
殿
に
あ
げ
る
。
当
屋
・
ア
ト
当
屋
・
五
人
衆
は

終
始
す
わ
っ

た

ま
ま
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
は
問
題
が
あ
る
。
す
な

わ

ち
、
か
つ
て
は
素
襖
を
着
用
し
た
五
人
衆
が
献
撰
お
よ
び
御
幣
の
奉
納
を
担
当
し

て

お

り
、
ほ
か
の
座
衆
は
何
も
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
人
数
が
少
な
か
っ
た
さ
い

に

臨
時
の
措
置
と
し
て
お
こ
な
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
定
着
し
て
し
ま
っ
た
も
の
ら

し
い
。

　
午
後
三
時
四
十
八
分
、
神
官
が
本
殿
前
に
進
み
出
て
祝
詞
を
奏
上
す
る
。
本
殿
の

前
に

は
村
神
主
が
用
意
し
た
ゴ
ザ
が
し
か
れ
て
お
り
、
神
官
は
履
物
を
脱
い
で
こ
れ

に

着
座
す
る
。
午
後
三
時
五
十
二
分
、
祝
詞
の
奏
上
が
終
わ
っ
た
ら
、
神
官
は
右
側

の

拝
殿
に

も
ど
っ
て
着
座
す
る
。
そ
の
の
ち
、
再
び
本
殿
前
に
進
み
出
て
、
本
殿
に

奉
納

し
た
二
本
の
御
幣
を
と
り
あ
げ
て
、
左
右
に
三
度
ゆ
っ
く
り
は
ら
う
。
勝
手
神

社
に
あ
げ
た
も
の
を
さ
き
に
し
て
、
続
い
て
子
守
神
社
に
あ
げ
た
も
の
に
と
り
か
か

る
。
午
後
三
時
五
十
五
分
、
神
官
は
御
幣
の
儀
を
す
ま
せ
て
石
段
を
お
り
て
く
る
。

宵
宮
の
ぽ
あ
い
、
本
殿
の
開
扉
は
お
こ
な
わ
れ
な
い
。
こ
う
し
た
次
第
を
つ
う
じ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
晒

村
神
主
は
神
官
に
し
た
が
っ
て
拝
殿
の
通
路
で
、
献
撰
を
お
こ
な
っ
た
六
人
の
座
衆
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は

屋
外
に
出
て
、
そ
れ
ぞ
れ
待
機
し
て
い
る
が
、
ほ
か
の
座
衆
は
左
側
の
拝
殿
に
着

座

し
て
い
る
。

　
神
官
は
引
き
続
き
玉
串
を
一
ケ
と
り
あ
げ
て
、
み
た
び
本
殿
前
に
進
み
出
る
。
午

後
三
時
五
十
七
分
、
神
官
は
玉
串
を
奉
莫
し
て
か
ら
履
物
を
脱
ぎ
、
ゴ
ザ
に
着
座
し

て

拝
礼
す

る
。
こ
れ
が
終
わ
っ
た
ら
石
段
を
お
り
て
一
拝
、
座
衆
に
玉
串
の
奉
莫
を

う
な
が
す
。
最
初
に
村
神
主
が
玉
串
を
の
せ
る
台
を
用
意
し
て
、
み
ず
か
ら
神
官
の

手
渡
し
た
玉
串
を
奉
莫
す
る
（
写
真
1
0
）
。
つ
い
で
当
屋
・
氏
子
総
代
・
ア
ト
当
屋
・

五
人
衆

…
…
、
座
衆
が
順
々
に
玉
串
を
奉
奥
す
る
。
こ
れ
が
す
ん
だ
ら
、
さ
き
に
献

饅
を

お

こ
な
っ
た
座
衆
に
よ
る
手
渡
し
に
よ
っ
て
、
本
殿
に
あ
げ
た
二
本
の
御
幣
を

元
の

場
所
に

も
ど
す
。
そ
の
つ
ぎ
に
キ
ョ
ウ
を
さ
げ
る
。
子
守
神
社
に
供
え
た
も
の

か

ら
は
じ
め
て
、
六
ケ
と
も
に
さ
げ
る
。
最
後
に
神
官
が
石
段
下
で
一
拝
し
て
右
側

の

拝
殿
に

着
座
、
座
衆
に
挨
拶
し
て
宵
宮
祭
は
終
了
す
る
。
午
後
四
時
四
分
で
あ
っ写真10村神主が玉串を奉奥する

た
。　

装
束
を

着

用
し
て
い
た
も
の
は
、
さ
っ
そ
く
右
側
の
拝
殿
で
平
服
に
着
替
え
は
じ

め
て

い

る
。
キ
ョ
ウ
は
当
屋
が
持
っ
て
帰
り
、
自
宅
で
食
べ
る
こ
と
に
な
る
。
九
日

の

ば

あ
い
、
村
神
主
を
接
待
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
や
が
て
座
衆
は
三
々
五
々
、
帰

途
に

つ
い

た
。
宵
宮
も
か
つ
て
は
夜
半
に
な
っ
た
ら
太
鼓
や
店
出
し
も
あ
っ
て
盛
大

だ

っ

た

が
、
ど
こ
で
も
十
月
十
日
に
秋
祭
を
お
こ
な
う
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
と
い
う

も
の
、
店
出
し
も
こ
な
く
な
っ
て
す
っ
か
り
さ
び
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
村
の

青
年
会

（
と
い
っ
て
も
、
じ
っ
さ
い
に
は
壮
年
会
か
中
年
会
で
あ
る
）
が
自
主
的
に

店

出
し
を
し
て
、
秋
祭
を
盛
り
あ
げ
る
た
め
に
一
役
か
っ
て
い
る
。
青
年
会
に
は
新

住
民
も
参
加
し
て
お
り
、
年
齢
も
あ
ま
り
制
限
さ
れ
て
い
な
い
。

　
夕

刻
、
勝
手
神
社
に
も
ど
っ
た
ら
、
す
で
に
夜
店
が
は
じ
ま
っ
て
い
た
。
青
い
テ

ン

ト
で
は
い
さ
さ
か
雰
囲
気
は
ち
が
う
が
、
こ
ま
か
い
注
文
は
酷
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
売
っ
て
い
る
の
は
焼
き
そ
ば
・
た
こ
焼
き
・
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
と
い
っ
た
、
お

な
じ
み
の
食
べ
も
の
ば
か
り
、
「
あ
て
も
の
」
（
く
じ
引
き
で
景
品
が
あ
た
る
、
つ
ま

り
、
当
て
物
で
あ
る
）
と
書
い
た
貼
り
紙
を
眼
に
し
た
と
き
に
は
、
筆
者
も
関
西
人

の

ひ

と
り
と
し
て
、
つ
い
懐
か
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
上
野
氏
と
と
も
に
ビ
ー
ル

を

買
い
も
と
め
て
一
服
し
て
い
た
ら
、
青
年
会
の
人
た
ち
が
気
を
き
か
せ
て
い
か
焼

き
を
と
ど
け
て
く
れ
た
。
正
直
い
っ
て
あ
ま
り
期
待
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
が
、
こ

れ
は

き
わ
め
て
美
味
で
あ
っ
た
。
き
っ
と
い
い
ネ
タ
を
し
い
れ
て
き
た
に
ち
が
い
な

い
。
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四
　
本
祭
の
次
第

宵
宮
の
ば
あ
い
と
変
わ
ら
な
い
　
風
呂
に
い
れ
る
小
石
は
、
前
日
に
用
い

た

も
の
が
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
る
。

　
午
前
十
一
時
す
ぎ
、
当
屋
宅
に
三
々
五
々
あ
つ
ま
っ
て
き
た
座
衆
は
、

昆

布
茶
を
飲
ん
で
か
ら
出
発
す
る
。
そ
の
さ
い
、
当
屋
宅
の
門
口
で
村
神

主
が

「
ひ

と
笑
い
願
い
ま
す
」
と
一
声
、
座
衆
は
「
ワ
ハ
ハ
ハ
ァ
ー
」
と

い

っ

て

応

じ
る
。
こ
れ
も
宵
宮
の
ぼ
あ
い
と
ま
っ
た
く
変
わ
ら
な
い
。
行

列
の

順
序

も
基
本
的
に
は
変
わ
ら
な
い
が
、
い
く
ら
か
異
同
が
あ
っ
た
の

で
紹
介

し
て
お
き
た
い
。

　
御
幣
を

持
っ
て
先
頭
に
た
つ
ふ
た
り
の
う
ち
、
ア
ト
当
屋
が
前
日
と
は

変
わ
っ
て
い
る
。
本
祭
に
出
た
の
は
彼
の
息
子
だ
っ
た
。
ア
ト
当
屋
を
勤

め

る
の
は
父
親
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
息
子
が
代
わ
っ
て

も
か
ま
わ
な
い
ら
し
い
。
当
屋
に
対
し
て
か
く
も
お
お
ら
か
な
理
解
を
し

め

し
て
い
る
理
由
は
、
ど
う
や
ら
当
屋
の
含
意
す
る
と
こ
ろ
が
家
な
の
か

　
翌
十

月
一
日
に
は
本
祭
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
本
祭
の
準
備
と
し
て
は
、
村
神
主
が

葉
つ
き
の
青
竹
に
初
穂
お
よ
び
酒
の
は
い
っ
た
竹
筒
を
く
く
り
つ
け
た
も
の
を
二
本

つ
く
っ
て
用
意
す
る
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
初
穂
に
は
か
つ
て
宮
田
で
つ
く
っ
た
も
の
が

あ
て
ら
れ
た
が
、
い
ま
で
は
初
穂
で
あ
れ
ば
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
。
一
九
九
一
年
の

ば

あ
い
、
当
屋
は
農
業
に
従
事
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
事
前
に
他
所
か
ら
も
ら
い

受
け

た
も
の
を
使
っ
て
い
た
。
村
神
主
が
当
屋
宅
で
沸
か
し
た
風
呂
に
は
い
る
の
は
、

個
人
な
の
か
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
由
来
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

　
つ
ぎ
に
初
穂
を
く
く
り
つ
け
た
青
竹
を
に
な
っ
た
も
の
が
ふ
た
り
続
き
、
八
日
に

つ
く
っ
た
大
餅
お
よ
び
小
餅
を
の
せ
た
膳
を
持
っ
た
も
の
が
六
人
、
こ
れ
に
つ
き
し

た
が

う
（
写
真
H
）
。
そ
の
配
列
を
し
め
す
な
ら
ば
、
一
列
め
は
右
側
が
大
餅
一
ケ
に

左

側
が
小
餅
九
ケ
、
二
列
め
は
右
側
が
小
餅
九
ケ
に
左
側
が
大
餅
一
ケ
、
三
列
め
は

左
右

と
も
に
大
餅
一
ケ
で
あ
っ
た
。
以
下
、
玉
串
を
膳
に
の
せ
た
も
の
ひ
と
り
・
石

上
神
宮
の
神
官
（
宵
宮
の
と
き
と
ち
が
う
）
ひ
と
り
・
五
人
衆
の
う
ち
村
神
主
を
含

め

た
四

人
・
氏
子
総
代
ひ
と
り
・
荷
物
を
持
っ
た
も
の
ひ
と
り
が
き
て
、
最
後
に
ひ

写真11本祭の行列が勝手神社にむかう

1
盟難

写真12初穂と竹筒をくくりつけた青竹
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と
り
自
転
車
で
こ
れ
を
追
い
か
け
る
も
の
が
い
る
。
総
勢
十
九
人
の
行
列
で
あ
っ
た
。

行
列
は

ま
も
な
く
神
社
に
到
着
す
る
。
こ
こ
で
前
日
に
ア
ト
当
屋
を
勤
め
て
い
た
も

の

が

ひ

と
り
合
流
し
て
、
つ
こ
う
二
十
人
に
な
っ
た
。
境
内
は
き
れ
い
に
掃
除
さ
れ

て

お

り
、
鳥
居
の
と
こ
ろ
に
子
供
神
輿
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。

　
座
衆
は
御
幣
お
よ
び
大
餅
・
小
餅
を
右
側
の
拝
殿
に
お
さ
め
る
と
と
も
に
、
初
穂

を

く
く
り
つ
け
た
青
竹
を
瑞
垣
か
ら
手
前
に
あ
る
燈
籠
に
か
け
て
渡
し
た
（
写
真
1
2
）
。

村
神
主
は

用
意
し
て
あ
っ
た
ゴ
ザ
を
本
殿
前
に
ひ
ろ
げ
て
、
玉
串
用
の
台
を
用
意
す

る
。
こ
の
と
き
、
神
官
は
本
殿
に
あ
が
っ
て
、
扉
が
開
く
か
ど
う
か
を
事
前
に
確
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
て
い
た
。
ま
た
、
右
側

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
拝
殿
に
眼
を
や
っ
た
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
日
に
キ
ョ
ウ
を
お
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
台
に
は
塩
・
米
・
水
・
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　、

蝉
林
檎

（
以

上
・
い
ず
れ
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
つ
み
か
さ
ね
て
あ
る
）
・

　　　　　　　　　　　　　　鞘
羅
鞠
べ
て
あ
ξ
こ
う
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
撰
を
用
意
す
る
の
は
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
当
屋
の
仕
事
で
あ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
写
真
1
3
）
、
村
か
ら
ア
ト

当
屋
に
対
し
て
一
万
円
ぐ
ら
い
補
助
金
が
出
て
い
る
。

　
一
同
が
前
日
と
同
じ
よ
う
に
着
座
し
た
午
前
十
一
時
十
八
分
、
神
官
は
本
殿
前
で

祝
詞
を

奏
上
す
る
。
午
前
十
一
時
二
十
一
分
、
祝
詞
の
奏
上
が
終
わ
り
し
だ
い
、
神

官
は
石
段
か
ら
お
り
て
き
て
一
拝
す
る
。
午
前
十
一
時
二
十
三
分
、
元
の
場
所
に
着

座

し
た
神
官
は
座
衆
に
む
か
っ
て
、
本
殿
を
開
扉
す
る
の
で
警
躍
が
か
か
っ
た
ら
頭

を

さ
げ
る
よ
う
に
つ
げ
て
か
ら
、
再
び
本
殿
前
に
進
み
出
て
警
躍
を
三
度
か
け
な
が

ら
本
殿
を
開
扉
す
る
。
午
前
十
一
時
二
十
五
分
、
神
官
が
石
段
か
ら
お
り
て
く
る
。

　
引
き
続
い
て
神
官
・
村
神
主
・
五
人
衆
・
当
屋
・
ア
ト
当
屋
・
ほ
か
の
座
衆
の
順

番
で

一
列

に

な
ら
び
、
鏡
餅
か
ら
は
じ
ま
っ
て
昆
布
お
よ
び
す
る
め
・
蒲
鉾
・
鏡
餅

…
…
、
つ
ぎ
つ
ぎ
神
撰
を
奉
納
す
る
。
続
い
て
小
餅
を
の
せ
た
膳
を
勝
手
神
社
・
子

守
神
社
に
ひ
と
つ
ず
つ
、
大
餅
を
の
せ
た
膳
を
両
脇
の
小
宮
・
観
音
堂
・
ジ
ュ
ウ
ラ

ク
さ
ん
に
ひ
と
つ
ず
つ
供
え
て
、
最
後
に
御
幣
を
あ
げ
る
。

　
午
前

十
一
時
三
十
分
、
献
撰
が
終
わ
っ
た
ら
、
神
官
は
御
幣
を
と
り
あ
げ
て
左
右

に

三
度
ゆ
っ
く
り
は
ら
う
。
そ
の
方
法
は
前
日
の
ば
あ
い
と
く
ら
べ
て
よ
り
形
式
的

で
あ
っ
た
。
午
前
十
一
時
三
十
四
分
、
神
官
は
拝
殿
ま
で
も
ど
っ
て
着
座
し
て
か
ら
、

再
び

本
殿
前
に
進
み
出
て
祝
詞
を
奏
上
す
る
。
大
餅
・
小
餅
を
運
ん
で
い
た
も
の
は

屋
外

で
待
機
、
村
神
主
と
座
衆
ひ
と
り
は
右
側
の
拝
殿
、
ほ
か
の
も
の
は
左
側
の
拝

殿
に

す
わ
っ

て

い
る
。

　
午
前

十
一
時
四
十
分
、
神
官
が
本
殿
前
で
玉
串
を
奉
莫
す
る
。
続
い
て
座
衆
が
石

段
下
に

用
意
さ
れ
た
台
に
玉
串
を
の
せ
て
、
つ
ぎ
つ
ぎ
拝
礼
す
る
。
村
神
主
・
氏
子

総
代
・
当
屋
・
ア
ト
当
屋
・
五
人
衆
の
う
ち
村
神
主
と
ア
ト
当
屋
を
除
い
た
三
人
．

昨
日
ア
ト
当
屋
を
勤
め
て
い
た
安
田
さ
ん
と
き
て
、
最
後
に
大
餅
・
小
餅
を
運
ん
で
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い
た

も
の
が
ま
と
ま
っ
て
拝
礼
し
た
。

　
午
前
十
一
時
四
十
七
分
、
撤
撰
で
あ
る
。
座
衆
は
再
び
一
列
に
な
っ
て
、
御
幣
に

は

じ
ま
っ
て
神
官
が
奉
奥
し
た
玉
串
・
酒
・
小
餅
・
水
、
塩
、
米
、
酒
の
一
升
瓶
・

梨
・
林
檎
・
キ
ャ
ベ
ッ
・
レ
タ
ス
・
蒲
鉾
・
昆
布
お
よ
び
す
る
め
・
鏡
餅
・
鯛
を
順

次

さ
げ
る
。
小
宮
・
観
音
堂
・
ジ
ュ
ウ
ラ
ク
さ
ん
に
供
え
た
大
餅
や
初
穂
を
く
く
り

つ
け
た
青
竹
も
元
の
場
所
に
も
ど
す
。
午
前
十
一
時
四
十
九
分
、
神
官
は
本
殿
前
に

進
み
出
て
、
　
一
拝
し
た
の
ち
に
警
躍
を
か
け
な
が
ら
本
殿
の
扉
を
し
め
る
。
午
前
十

一
時
五
十
二
分
、
祭
典
は
と
ど
こ
お
り
な
く
終
了
し
た
。
装
束
を
着
用
し
た
座
衆
は

早
く
も
平
服
に
着
替
え
は
じ
め
て
い
る
。

写真14子供会が太鼓台をひいて練り歩く

写真15　子供会が勝手神社に集まる

　
正

午
す
ぎ
、
左
右
の
拝
殿
で
直
会
が
は
じ
ま
る
。
上
野
氏
と
筆
者
も
参
加
す
る
こ

と
を
ゆ
る
さ
れ
た
。
神
酒
を
持
っ
て
た
ず
ね
て
き
た
新
住
民
ら
し
き
人
も
参
加
し
て

い

る
。
座
衆
は
初
穂
の
竹
筒
に
は
い
っ
て
い
た
酒
を
一
升
瓶
の
酒
に
た
し
て
、
全
員

に
行

き
渡
ら
せ
る
。
蒲
鉾
・
昆
布
・
す
る
め
を
酒
肴
に
し
て
、
し
ば
ら
く
酒
宴
が
続

い

た
。
場
の
雰
囲
気
は
一
変
し
て
開
放
的
に
な
っ
て
、
年
長
者
が
秋
祭
に
ま
つ
わ
る

知
識
を

披
露

し
た
り
、
日
常
茶
飯
事
に
つ
い
て
話
し
あ
っ
た
り
…
…
、
話
題
は
じ
つ

に

さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
直
会
が
終
わ
っ
た
ら
座
衆
は
三
々
五
々
、
家
路
に
つ
い
た
。

本
祭
に
供
え
ら
れ
た
品
々
は
調
製
し
た
も
の
に
帰
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
大

餅
・
小
餅
は
当
屋
、
ほ
か
の
神
撰
は
ア
ト
当
屋
が
自
宅
に
持
ち
帰
る
。
こ
の
日
に
か

ぎ
っ
て
、
当
屋
は
村
神
主
を
自
宅
に
招
い
て
接
待
し
て
い
た
。

　
正
午
す

ぎ
、
子
供
神
輿
の
渡
御
が
は
じ
ま
る
。
今
日
で
は
、
勝
手
神
社
に
集
合
し

た
子
供
た
ち

が

子
供
会
の
役
員
を
勤
め
る
父
兄
と
と
も
に
、
子
供
神
輿
と
太
鼓
台
を

ひ

い
て

荒
蒔
を

練
り
歩
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
写
真
1
4
）
。
子
供
の
ぼ
あ
い
に
は
、

本
村

と
新
興
住
宅
地
の
わ
け
へ
だ
て
な
く
参
加
し
て
い
る
と
い
う
。
勝
手
神
社
か
ら

出
発
し
て
、
新
興
住
宅
地
を
含
め
た
荒
蒔
の
ほ
ぼ
全
域
を
ま
わ
る
の
で
、
最
後
に
な

っ

た

ら
幼
稚
園
児
な
ど
は
す
っ
か
り
疲
れ
て
し
ま
う
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
子
供
神
輿
お
よ
び
太
鼓
台
も
厄
介
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。
す
な
わ

ち
、
塾
に
か
よ
う
子
供
が
多
く
な
っ
て
、
父
兄
も
会
社
を
休
め
な
く
な
っ
た
今
日
で

は
、
人
員
の
確
保
じ
た
い
き
わ
め
て
む
ず
か
し
い
。
し
か
も
、
以
前
と
く
ら
べ
て
娯

楽
が

飛
躍
的
に

増
大
し
た
の
で
、
子
供
も
単
純
に
神
輿
を
引
い
た
り
太
鼓
を
叩
い
た

り
す
る
だ
け
で
は
喜
ば
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
困
難
は
お
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3

ら
く
荒
蒔
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
、
よ
り
普
遍
的
な
問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
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る
。　

こ
こ
で
印
象
的
な
ひ
と
こ
ま
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
出
発
す
る
さ
い
に
区
長
が

子
供
た

ち
に
「
一
緒
に
神
さ
ん
を
拝
み
ま
し
ょ
う
」
と
呼
び
か
け
た
と
こ
ろ
、
あ
る

子
供
が

「
な
ん
ま
い
だ
ぶ
」
と
い
っ
た
。
す
か
さ
ず
区
長
が
「
神
さ
ん
な
ん
や
か
ら
、

な
ん
ま
い
だ
ぶ
と
ち
ゃ
う
ね
ん
」
と
応
酬
し
た
も
の
だ
か
ら
、
い
あ
わ
せ
た
人
々
の

笑

い
を

誘
っ
て
い
た
ー
（
写
真
1
5
）
。
祭
の
場
に
い
か
に
も
ふ
さ
わ
し
い
で
き
ご
と

で
あ
る
よ
う
に
感
じ
た
の
は
、
は
た
し
て
筆
者
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。

五
　
お
わ
り
に

　
以

上
、
　
一
九
九
一
年
十
月
九
、
十
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
荒
蒔
の
秋
祭
に
つ
い
て
く

わ

し
く
報
告
し
て
き
た
。
も
は
や
あ
ら
た
め
て
強
調
す
る
ま
で
も
な
い
よ
う
に
思
わ

れ

る
が
、
秋
祭
の
形
式
じ
た
い
荒
蒔
に
お
け
る
微
細
な
変
化
を
よ
く
し
め
し
て
い
た

と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
消
息
に
ま
つ
わ
る
特
徴
と
し
て
は
、

ま
ず
も
っ
て
村
神
主
が
運
営
す
る
行
事
と
石
上
神
宮
の
神
官
が
運
営
す
る
行
事
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

な

る
重
層
的
な
構
造
を
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
し
か
し
な
が
ら
本
稿

で

は
、
む
し
ろ
秋
祭
に
か
か
わ
る
座
衆
の
、
意
識
に
お
け
る
変
化
の
一
端
に
つ
い
て

い

さ
さ
か
論
述
し
た
い
と
思
う
。
そ
の
ば
あ
い
、
ひ
と
つ
に
は
秋
祭
に
ま
つ
わ
っ
て

お

こ
な
わ
れ
る
（
お
こ
な
わ
れ
な
い
）
説
明
に
対
し
て
大
き
な
注
意
が
は
ら
わ
れ
て

　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

然

る
べ
き
で
あ
っ
た
。

　
今
日
、
大
多
数
の
座
衆
は
積
極
的
に
秋
祭
を
説
明
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
村

神
主
を
勤
め
る
寺
内
さ
ん
の
表
現
を
借
り
る
な
ら
ぽ
、
「
深
う
考
え
ん
と
や
っ
て
ま

す

け
ど
L
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
寺
内
さ
ん
の
よ
う
に
、
ひ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
30

た
び
指
導

的
な
立
場
に
た
た
さ
れ
て
し
ま
っ
た
ら
、
秋
祭
を
円
滑
に
維
持
し
て
い
く
　
3

た
め

に
、
だ
れ
に
で
も
納
得
し
う
る
説
明
を
お
こ
な
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
く
な
っ
て

く
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
が
表
面
化
す
る
こ
と
に
な
る
の
も
、
ま
さ
し
く
こ
う
し
た

状
況
に

さ
い
し
て
な
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
荒
蒔
の
秋
祭
は
い
ま
で
も
座
衆
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、

近
年
に
な
っ
て
急
速
に
肥
大
化
し
た
荒
蒔
か
ら
遊
離
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ

る
。
新
興
住
宅
地
が
で
き
て
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
が
併
存
す
る
よ
う
に
な
っ
た
今
日
で

は
、
そ
も
そ
も
宮
座
の
存
在
が
十
二
分
に
理
解
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
か
っ
た
。

そ

の

た
め

に

さ
ま
ざ
ま
な
措
置
が
模
索
さ
れ
た
と
し
て
も
、
け
っ
し
て
不
思
議
で
は

な

い

は
ず
で

あ
る
。
た
と
え
ぽ
、
近
年
に
な
っ
て
政
治
と
宗
教
を
分
離
し
よ
う
と
す

る
動
き
が
め
だ
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
座
衆
か
ら
出
て
い
た
区
長
が
座
衆
以
外
に
開

放

さ
れ
た
こ
と
も
、
そ
の
一
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
動
き
は
秋
祭
ひ
い
て
は
宮
座
に
も
お
よ
ん
で
お
り
、
い
ず
れ
も
村
に

開
放
し
た
ら
ど
う
か
と
い
う
意
見
が
数
年
前
か
ら
さ
さ
や
か
れ
て
い
る
。
回
覧
板
を

つ

う
じ
て
宮
座
に
加
入
す
る
よ
う
に
呼
び
か
け
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
だ
が
、
幸
か
不

幸
か
そ

の

と
き
に
は
何
の
反
響
も
な
か
っ
た
。
宮
座
の
開
放
は
い
う
ま
で
も
な
く
、

座
衆
内
で
も
意
見
が
わ
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
反
対
す
る
意
見
に
も
根
強
い
も

の

が

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
宮
座
儀
礼
を
村
に
開
放
し
た
ら
円
滑
な
維
持
が
む
ず
か
し

く
な
り
、
や
が
て
は
廃
止
に
追
い
こ
ま
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
が

少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
寺
内
さ
ん
と
し
て
は
、
座
衆
を
「
村
か
ら
行
事
を
や
る
た
め
に
委
託
さ
れ
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た

代
行
機
関
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
、
い
わ
ば
説
明
の
世
俗
化
を
推
進
し
て
い
る
。

秋

祭
で
め
だ
っ
た
飲
食
が
廃
止
さ
れ
た
の
も
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
そ
の
た
め
で
あ
っ
た

の

で

あ
る
。
ど
う
や
ら
宮
座
の
存
在
を
だ
れ
に
で
も
納
得
し
う
る
も
の
と
し
て
説
明

す

る
た
め
に
ー
し
か
も
現
状
を
維
持
し
な
が
ら
、
で
あ
る
ー
、
説
明
じ
た
い
を

世
俗
化

し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
さ
そ
う
だ
が
、
そ
れ
で
は
秋
祭
は
ど
の
よ

う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
寺
内
さ
ん
の
こ
と
ば
に
し
た
が
っ
て
書
き
つ

け
て
お
き
た
い
。

　

か

つ
て

な
ら
ぽ
、
こ
の
秋
祭
を
さ
し
て
収
穫
を
祝
う
儀
礼
と
し
て
説
明
す
る
こ
と

も
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
農
家
が
少
な
く
な
っ
て
き
た
今
日
、

そ
の

よ
う
な
説
明
は
も
は
や
通
用
し
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
代
わ
っ
て
い
っ

さ
い
に
対
す
る
感
謝
祭
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
説
得
力
が
い
さ
さ
か
不

足

し
て
い
る
の
か
、
寺
内
さ
ん
は
し
き
り
に
「
解
釈
が
む
ず
か
し
く
な
っ
た
」
と
い

う
。
こ
う
し
た
感
想
は
近
代
化
の
過
程
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
よ
う

に

も
感
じ
ら
れ
る
の
だ
が
、
本
稿
で
は
む
し
ろ
以
前
に
も
ま
し
て
強
い
説
明
が
必
要

と
さ
れ
て
い
っ
た
状
況
じ
た
い
を
問
う
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

　
か

く
し
て
最
後
に
な
っ
た
が
、
説
明
の
所
在
に
か
か
わ
る
話
題
と
し
て
、
よ
う
や

く
笑
い
の
作
法
に
つ
い
て
論
述
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
こ
の
奇
妙
な
作
法
は
座

衆
に
と
っ
て
も
、
ど
う
や
ら
き
わ
め
て
理
解
し
に
く
い
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
と
い

う
の
も
、
営
帳
に
は
ま
っ
た
く
記
録
さ
れ
て
い
な
い
ぽ
か
り
か
、
こ
れ
を
説
明
し
て

く
れ
る
伝
承
も
な
い
。
す
な
わ
ち
、
説
明
の
所
在
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、
空
白
の

状
態
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
ゲ
ラ
ゲ
ラ
笑
う
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、

こ
れ
が
笑
い
を
含
意
す
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
す
ら
も
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
は
っ
き
り

し
な
い
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
お
そ
ら
く
、
本
来
的
に
言
語
化
さ
れ
な
い
、
つ
ま

り
意
味
に
回
収
さ
れ
る
こ
と
を
こ
ぼ
む
も
の
と
し
て
あ
る
笑
い
の
、
儀
礼
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

特
異
な
位
相
が
し
め
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
奇
妙
な
作
法
に
ま
つ
わ
る
説
明
の
う
ち
、
寺
内
さ
ん
の
ぼ
あ
い
に
は
座
衆
に

な
る
べ
く
大
声
で
咲
笑
す
る
こ
と
を
要
請
し
て
お
り
、
笑
い
の
作
法
と
し
て
定
位
し

よ
う
と
す
る
意
識
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
説
明
の
空

白
を
め
が
け
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
得
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
が
動
員
さ
れ

る
可
能
性
も
少
な
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
は
た
し
て
い
か
が
な
も
の
で

あ
ろ
う
か
。

　

じ
っ
さ
い
、
寺
内
さ
ん
は
テ
レ
ビ
で
眼
に
し
た
笑
い
に
ま
つ
わ
る
儀
礼
を
引
き
あ

い

に

出
し
て
「
お
め
で
た
い
こ
と
や
か
ら
笑
う
ん
や
な
い
で
す
か
」
と
い
い
、
区
長

の

荒
井

さ
ん
は
よ
く
知
ら
れ
た
『
古
事
記
』
の
一
節
を
参
照
し
な
が
ら
「
み
な
で
笑

う
の
は
天
岩
戸
の
伝
説
か
ら
き
た
ん
や
な
い
の
か
な
あ
、
私
流
に
解
釈
し
て
る
け
ど

ね
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
あ
る
座
衆
は
家
の
玄
関
に
「
笑
門
」
と
い
う
文
字

を
彫
っ
た
木
札
を
か
か
げ
て
お
り
（
写
真
1
6
）
、
「
笑
う
門
に
は
福
き
た
る
」
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

こ
と
ば
を
彷
彿
と
さ
せ
て
く
れ
る
。
こ
う
し
た
事
例
も
笑
い
の
作
法
に
ま
つ
わ
る
説

明
の
所
在
を
し
め
す
も
の
と
し
て
、
大
き
く
評
価
さ
れ
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。

　

と
り
わ
け
寺
内
さ
ん
の
説
明
に
は
き
わ
め
て
興
味
深
い
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
座
衆
が
テ
レ
ビ
に
お
け
る
報
道
を
と
お
し
て
各
地

　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

の

い

わ
ゆ

る
笑
い
祭
に
接
し
た
と
き
、
そ
こ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
説
明
が
誘
い
出
さ
れ

な
い
と
も
か
ぎ
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
言
説
じ
た
い
も
無
限
に
循
環
す
る
知
識
の
ひ

と
つ
と
し
て
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
民
俗
的
知
識
に
多
大
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
て
い
た
の
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磯
義

写真16　「笑門」という文字を彫った木札

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

か

も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
荒
蒔
の

ば

あ
い
、
め
だ
っ
た
兆
候
は
い
ま
の

と
こ
ろ
感
じ
ら
れ
な
い
が
、
だ
か
ら

と
い
っ
て
無
垢
な
民
俗
的
知
識
の
存

在
を

信

じ
こ
む
の
だ
と
し
た
ら
、
そ

れ
は

あ
ま
り
に
も
無
邪
気
な
態
度
と

し
て
誇
ら
れ
て
も
や
む
を
得
な
い
の

で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　
と
は
い
う
も
の
の
荒
蒔
の
秋
祭
に

か
ぎ
っ
て
い
う
な
ら
ぽ
、
笑
い
の
作

法
に

ま
つ
わ
る
説
明
は
「
現
在
、
あ

あ
い
う
こ
と
や
っ
た
ら
ち
ょ
っ
と
お

か

し
く
な
っ
た
の
か
と
思
う
」
と
い

っ

た
感

想
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
や
は
り
急
速
に
世
俗
化
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ

る
。
し
か
も
、
説
明
の
世
俗
化
は
や
が
て
差
恥
心
と
い
う
厄
介
な
意
識
を
生
み

出
し
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
「
何
が
お
か
し
く
て
ア
ハ
ハ
と
か
い
う
ん
で
し
ょ
う
ね

え
。
昔
か
ら
の
し
き
た
り
や
か
ら
、
い
わ
れ
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
ん
で
し
ょ
う
け
ど
も
、

現
在
で
は
何
や
わ
け
わ
か

ら
ん
し
き
た
り
を
継
承
し
て
い
る
と
い
う
か
た
ち
に
な
っ

て

ま
す
わ
…
…
。
」

　

こ
の
談
話
ひ
と
つ
と
っ
て
み
て
も
、
儀
礼
と
い
う
形
式
的
行
動
に
対
す
る
説
明
の

所
在
が

は
っ

き
り
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
れ
は
今
日
で
も
微
妙
に
ゆ
れ
続
け
て
い
た
の

で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。
眼
前
に
あ
る
荒
蒔
の
秋
祭
が
か

な
り
安
定
し
た
形
式
を
維
持
し
て
い
た
と
し
て
も
、

し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

や

は

り
黙
し
て
と
お
り
す
ぎ
て

註（
1
）
　
本
稿
で
は
荒
蒔
の
概
況
に
つ
い
て
紹
介
し
な
か
っ
た
。
く
わ
し
く
は
、
吉
村
公
男
．
羽

　
　
田
野
由
憲
「
文
禄
期
に
お
け
る
奈
良
盆
地
荒
蒔
村
の
景
観
」
『
明
石
工
業
高
等
専
門
学
校
研

　
　
究
紀
要
』
第
2
9
号
、
明
石
工
業
高
等
専
門
学
校
、
一
九
八
七
年
、
岩
井
宏
實
．
上
野
和
男

　
　
「
荒
蒔
の
社
会
組
織
と
儀
礼
」
『
民
俗
の
地
域
差
と
地
域
性
　
　
中
間
報
告
1
1
』
、
国

　
　
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
一
九
八
七
年
、
澤
井
浩
一
「
村
落
祭
祀
と
集
落
形
成
－
天
理
市

　
　
荒
蒔
の
宮
座
儀
礼
の
検
討
　
　
」
『
大
阪
市
立
博
物
館
研
究
紀
要
』
第
二
十
二
号
、
大
阪
市

　
　
立
博
物
館
、
一
九
九
〇
年
、
同
「
近
世
村
落
に
お
け
る
宮
座
の
階
層
と
機
能
　
　
天
理
市

　
　
荒
蒔
の
事
例
か
ら
」
『
座
　
　
そ
れ
ぞ
れ
の
民
俗
学
的
視
点
』
、
人
文
書
院
、
　
一
九
九
一

　
　
年
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
）
　
澤
井
浩
一
「
村
落
祭
祀
と
集
落
形
成
　
　
天
理
市
荒
蒔
の
宮
座
儀
礼
の
検
討
1
」
、

　
　
参
照
。

（
3
）
　
同
書
、
八
五
頁
。

（
4
）
　
桜
田
勝
徳
「
調
査
の
態
度
と
そ
の
方
法
に
つ
い
て
」
『
桜
田
勝
徳
著
作
集
』
第
五
巻
（
民

　
　
俗
学
の

課
題

と
方
法
）
、
名
著
出
版
、
一
九
八
一
年
、
二
〇
六
頁
、
な
ら
び
に
橋
本
裕
之

　
　
「
民
俗
芸
能
の
知
的
可
能
性
」
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
三
十
四
集
、
国
立

　
　
歴
史
民
俗
博
物
館
、
一
九
九
一
年
、
五
三
ー
五
六
頁
、
参
照
。

（
5
）
　
坪
井
洋
文
「
「
民
俗
の
地
域
差
と
地
域
性
」
研
究
の
計
画
と
課
題
」
『
民
俗
の
地
域
差
と

　
　
地
域
性
　
　
中
間
報
告
I
l
』
、
　
一
頁
、
に
は
「
視
点
と
し
て
地
域
性
を
生
成
す
る
政

　
　
治
的
統
合
の
作
用
や
近
代
化
過
程
に
お
け
る
社
会
変
動
と
の
関
係
を
重
視
す
る
」
こ
と
が

　
　
強
調

さ
れ
て
い
る
。

（
6
）
　
そ
の
う
ち
映
像
を
用
い
た
具
体
的
な
試
み
に
つ
い
て
は
、
上
野
和
男
．
岩
本
通
弥
．
橋

　
　
本
裕
之
「
近
江
中
山
の
芋
く
ら
べ
祭
の
村
　
　
映
像
民
俗
誌
『
芋
く
ら
べ
祭
の
村
ー
近
江

　
　
中
山
民
俗
誌
』
の
記
録
1
」
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
三
十
二
集
、
国
立

　
　
歴
史
民
俗
博
物
館
、
一
九
九
一
年
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
7
）
　
澤
井
浩
一
、
前
掲
書
、
七
八
頁
。

（
8
）
　
近
代
以
降
に
お
け
る
宮
座
儀
礼
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
上
野
和
男
「
荒
蒔
の
神
社
祭
祀

　
　
と
社
会
構
造
ー
宮
座
・
家
族
・
村
落
組
織
1
」
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
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第
四
十
三
集
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
一
九
九
二
年
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
9
）
　
奈
良
県
下
に
多
く
み
ら
れ
る
こ
う
し
た
一
連
の
行
事
を
竜
田
垢
離
系
行
事
と
名
づ
け
て

　
　
空
間
論
的
に
あ
つ
か
っ
た
興
味
深
い
論
考
と
し
て
、
市
川
秀
之
「
竜
田
と
野
吉
」
『
座
ー

　
　
そ
れ
ぞ
れ
の
民
俗
学
的
視
点
』
、
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

（
1
0
）
　
座
衆
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
澤
井
浩
一
「
近
世
村
落
に
お
け
る
宮
座
の
階
層
と
機
能

　
　ー
天
理
市
荒
蒔
の
事
例
か
ら
」
、
八
〇
1
九
二
頁
、
に
く
わ
し
い
。

（
1
1
）
　
た
と
え
ば
、
奈
良
県
教
育
委
員
会
文
化
財
保
存
課
編
『
奈
良
県
文
化
財
調
査
報
告
』
第

　
　
46

集

（大
和
の
野
神
行
事
ω
）
、
奈
良
県
教
育
委
員
会
、
　
一
九
八
五
年
、
を
参
照
さ
れ
た

　
　

い
。
ち
な
み
に
同
書
、
三
三
ー
三
四
頁
、
に
は
「
荒
蒔
の
野
神
」
と
題
し
た
一
節
が
た
て

　
　
ら
れ
て
い
る
。

（
1
2
）
　
宮
座
儀
礼
に
お
け
る
こ
う
し
た
重
層
的
構
造
は
、
上
野
和
男
「
近
江
江
東
に
お
け
る
宮

　
　
座
の
組
織
と
儀
礼
ー
滋
賀
県
愛
知
郡
愛
東
町
青
山
の
事
例
　
　
」
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物

　
　
館
研
究
報
告
』
第
十
五
集
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
一
九
八
七
年
、
で
く
わ
し
く
分
析

　
　
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
同
書
、
三
三
二
頁
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
1
3
）
　
形
式
的
行
動
と
し
て
の
儀
礼
と
そ
の
言
語
的
解
釈
の
か
か
わ
り
は
、
福
島
真
人
「
儀
礼

　
　
と
そ
の
釈
義
ー
形
式
的
行
動
と
言
語
的
解
釈
」
『
課
題
と
し
て
の
民
俗
芸
能
研
究
』
、
ひ
つ

　
　
じ
書
房
、
掲
載
予
定
、
で
原
理
的
か
つ
徹
底
的
に
解
明
さ
れ
て
い
る
。
ぜ
ひ
と
も
参
照
さ

　
　
れ
た

い
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
関
心
に
も
と
つ
い
た
実
証
的
な
研
究
の
好
例
と
し
て
、
小

　
　
林
康
正
「
芸
能
の
解
釈
学
を
め
ざ
し
て
ー
「
遠
山
伝
説
」
と
葛
藤
す
る
解
釈
ー
」
『
課
題
と

　
　
し
て
の
民
俗
芸
能
研
究
』
、
が
あ
る
。

（
1
4
）
　
吉
越
笑
子
「
笑
い
の
解
釈
－
熱
田
神
宮
酔
笑
人
神
事
を
事
例
と
し
て
ー
」
『
芸
能
』

　
　
第
三
十
三
巻
第
六
号
、
芸
能
発
行
所
、
一
九
九
一
年
、
三
〇
頁
、
参
照
。

（
1
5
）
　
飯
島
吉
晴
「
民
俗
に
お
け
る
儀
礼
的
な
笑
い
　
　
胞
衣
笑
い
・
ク
ラ
イ
ド
リ
・
笑
祭

　
　－
」
『
笑
い
と
異
装
』
、
海
鳴
社
、
一
九
八
五
年
、
六
四
頁
、
に
は
、
志
摩
地
方
に
も
類

　
　
例
が
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
1
6
）
　
各
地
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
笑
い
祭
の
報
告
は
け
っ
し
て
少
な
く
な
い
が
、
こ
こ
で
は
飯

　
　
島
吉
晴
、
前
掲
書
、
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
荒
蒔
の
秋
祭
を
み
た
だ
け

　
　
で
も
、
民
俗
社
会
に
お
け
る
儀
礼
的
な
笑
い
が
、
同
書
、
七
〇
頁
、
に
あ
る
よ
う
に
「
こ

　
　
の
世
と
あ
の
世
（
異
界
）
の
交
流
の
手
段
で
あ
り
、
物
事
の
転
換
の
原
理
を
な
す
」
と
し

　
　
て
一
様
に
説
明
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
強
調
す
る
ま
で
も
な
か
っ

　
　
た
。
な
お
、
吉
越
笑
子
、
前
掲
書
、
に
は
、
笑
い
に
ま
つ
わ
る
説
明
の
位
相
を
あ
つ
か
う

　
　
た
め
の
、
基
本
的
か
つ
重
要
な
視
座
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
続
稿
を
待
ち
た
い
。

（
1
7
）
　
小
林
康
正
「
「
民
俗
」
記
述
の
無
限
階
梯
－
民
俗
学
に
お
け
る
対
象
と
方
法
の
革
新
ー
」

　
　
『
正
し
い
民
俗
芸
能
研
究
』
第
0
号
、
ひ
つ
じ
書
房
、
一
九
九
一
年
、
参
照
。
ま
た
小
池
淳

　
　
一
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
、
東
方
朔
に
ま
つ
わ
る
一
連
の
論
考
も
、
ま
ず
も
っ
て
い
わ
ゆ
る

　
　
民
俗
的
知
識
を
問
い
な
お
す
試
み
と
し
て
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
民
俗
研
究
部
）
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　　　　Autumn　Festival　at　Aramaki

Aramaki，　Tenri　City，　Nara　Prefecture

HAsmMoTo　Hiroyuki

　　This　paper　is　a　report　of　an　investigation　into　the　autumn　festival　at　Aramaki，　Tenri

City，　Nara　Prefecture．　This　festival　seems　to　have　mailltained　a　fairly　stable　form，　but

in　fact，　it　has　changed　to　some　degree　in　accordance　with　changes　in　the　social　and

economic　environment．　The　festival　itself　in　lo　way　stands　out　prominently，　but　we

should　pay　a　great　deal　of　attention　to　the　fact　that　hitory　has　been　engraved　on　this

festival　at　every　turn．　This　paper　reports　on　the　autumn　festival　held　in　1991，　based

on　this　perception，

　　The　main　interest　is　focused　on　the　recording　of　the　present　autumn　festival．　In　other

words，　by　preparing　the　report　of　the　investigation　as　of‘‘the　present”，　that　is，　in　1991，

Iaim　to　describe　the　present　autumn　festiva1，　which　has　surely　experienced　various

transitions，　this　is　done　microscopically，　referring　to　various　phases　of　its　transition．

　　As　a　result，　perhaps　we　will　be　able　to　observe　the　present　situation　of　the　village

of　Aramaki　as　it　is　exposed　to　the　process　of　modernization．

　　Now，　of　the　many　rites　handed　down　in　Aramaki，　the　autumn　festival　is　one　of　the

l〕est　maintained，　and　seems　to　be　an　important　medium　in　bringing　into　the　open　the

residents’consciousness．　Therefore，　this　paper　describes　the　changes　in　consciouslless

of　the　people　involved　in　this　autumn　festivaL　Specifically，　based　on　the　strange

manners　regarding　Iaughter　incorporated　into　this　autu皿n　festival，　and　explanations

given（or　not　given）concerning　the　manner，　I　emphasize　the　possibility　of　mobilizing

various　kinds　of　knowledge　to　explain　a　laughter　which　was　not　originally　verbalized，

or　which　resists　being　collectcd　into　meaning．　I　also　point　out　the　present　situation　in

which　explanation　of　laughter　is　rapidly　being　secularized．

　　In　any　case，　an　explanation　of　formal　actions　in　the　form　of　a　rite　still　continues　to

be　subtlely　shifting．　Therefore，　even　if　the　autumn　festival　at　Aramaki　before　us　does

maintain　a　fairly　stable　style，　I　could　not　ignore　it　in　silence．
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