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承
地
域
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俗
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地
域
差

年
中
行
事
の
東
西
日
本
対
比

福
　
田
　
ア
ジ
オ

六五四三ニー
問
題
の
所
在

家
の
年
中
行
事

ム

ラ
の
年
中
行
事

盆
行
事
の
東
西

予
祝
儀
礼
の
東
西

伝
承
母
体
と
伝
承
地
域

伝承地域と民俗の地域差

ー
論
文
要
旨

　
民
俗
の
地
域
差
の
な
か
に
歴
史
を
認
識
す
る
と
い
う
の
が
、
従
来
の
民
俗
学
の
立
場
で
あ

る
。
こ
れ
は
今
で
も
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
地
域
差
か

ら
ど
の
よ
う
な
歴
史
を
認
識
す
る
か
は
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
日
本
列

島
を
等
質
な
社
会
と
し
、
そ
の
中
で
の
地
域
差
を
時
間
差
に
置
き
換
え
、
一
方
か
ら
他
方
へ

の

変
化
を
想
定
し
、
そ
れ
が
い
く
段
階
も
行
わ
れ
る
こ
と
で
の
変
遷
過
程
を
描
く
の
が
従
来

の

大

方
の
考
え
で
あ
っ
た
が
、
果
た
し
て
日
本
の
歴
史
を
日
本
列
島
全
体
で
一
つ
の
も
の
と

し
て
考
え
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
が
疑
わ
れ
出
し
て
久
し
い
。
殊
に
人
々
の
生
活
文
化
の
歴
史

が
列
島
全
体
と
か
日
本
国
全
体
で
一
つ
の
歴
史
を
形
成
し
て
い
る
と
い
う
前
提
は
ひ
と
ま
ず

疑
っ
て
み
る
こ
と
は
無
意
味
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
地
域
差
に
別
の
歴
史
を
認
識
す
る
可
能

性
を

考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

　
本
稿
で
は
年
中
行
事
の
日
本
の
中
央
部
に
お
け
る
東
西
の
相
違
を
取
り
上
げ
て
考
察
し

た
。
そ
し
て
、
年
中
行
事
全
般
に
お
い
て
関
東
地
方
で
は
家
単
位
の
年
中
行
事
で
あ
り
、
近

畿
地
方
で
は
ム

ラ
単
位
の
年
中
行
事
中
心
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
あ
わ
せ
て
、
最

も
家
単
位
と
考
え
ら
れ
て
い
る
盆
行
事
と
正
月
の
予
祝
儀
礼
も
比
較
検
討
し
た
。
そ
の
結

果
、
こ
れ
ら
に
も
家
と
ム
ラ
と
い
う
単
位
が
貫
徹
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

　
年
中
行
事
に
表
現
さ
れ
る
家
と
ム
ラ
の
相
違
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
が
作
り
上
げ
て
き
た

歴
史
の
相
違
を
集
中
的
に
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
関
東
地
方
の
村
落
社
会
の
「
番
」
秩

序
に
対
し
て
、
近
畿
地
方
の
村
落
社
会
の
「
衆
」
秩
序
が
年
中
行
事
に
も
貫
徹
し
て
い
る
の

で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
が
別
の
歴
史
を
展
開
し
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
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一　
問
題
の
所
在

　
民
俗
は

ど
こ
で
も
同
じ
姿
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
民
俗
に
地
域
差
が
あ
る

か

ら
こ
そ
柳
田
國
男
は
民
俗
学
と
い
う
学
問
を
樹
立
し
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な

い

で
あ
ろ
う
。
民
俗
学
は
民
俗
事
象
の
地
域
差
を
前
提
に
研
究
を
展
開
し
て
き
た
。

重

出
立
証
法
に
し
ろ
、
方
言
周
圏
論
に
し
ろ
、
い
ず
れ
も
地
域
差
を
時
間
差
に
組
み

替

え
る
方
法
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
に
、
特
定
の
民
俗
の
姿
を
現
在

保
持

し
行
っ
て
い
る
個
別
の
地
域
は
、
た
ま
た
ま
現
在
そ
の
よ
う
な
あ
り
方
を
示
し

て

い

る
の
で
あ
っ
て
、
時
間
の
経
過
の
な
か
で
順
次
変
っ
て
行
く
も
の
と
理
解
さ
れ

て

き
た
。
現
行
の
民
俗
事
象
の
地
域
差
に
よ
っ
て
歴
史
的
変
遷
を
説
く
以
上
は
、
地

域
差
を

固
定
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
理
論
的
に
許
さ
れ
な
い
。
そ
の
点
は
特
に
周
圏

論
に
依
拠
す

る
民
俗
学
方
法
論
で
は
絶
対
で
あ
っ
た
。
絶
え
ず
う
つ
ろ
い
い
く
民
俗

の
な

か
に

こ
そ
学
問
的
な
価
値
は
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
他
方
で
民
俗
学
の
外
に
い
る
人
々
が
し
ぽ
し
ぼ
誤
解
す
る
よ
う
に
、

民
俗
学
は

不
変
の
も
の
を
扱
う
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
論
調
や
主
張
を
含
ん
だ

研
究
が
柳
田
以
降
に
は
多
く
行
わ
れ
て
き
た
。
「
固
有
」
と
い
う
言
葉
や
「
本
来
の
」

と
い
う
表
現
が
多
用
さ
れ
、
や
や
も
す
れ
ぽ
起
源
論
に
陥
る
形
で
変
ら
な
い
も
の
を

追
い

か

け
る
傾
向
が
一
般
化
し
た
。
地
域
差
の
な
か
の
特
定
の
形
態
に
「
本
来
の
」

「
本
質
的
」
な
あ
り
方
を
発
見
す
る
も
の
で
、
そ
の
発
見
の
み
に
価
値
を
置
く
研
究

が

多
い
の
が
柳
田
以
降
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
場
合
は
、
地
域
差
そ
の
も
の
よ

り
も
、
そ
の
地
域
差
の
な
か
の
最
も
古
い
、
あ
る
い
は
原
型
と
か
本
質
を
示
す
と
判

断
さ
れ
た
事
象
の
み
が
意
味
を
与
え
ら
れ
、
そ
れ
以
降
の
各
段
階
と
判
断
さ
れ
た
事

象
に
は
価
値
を
発
見
し
な
い
傾
向
を
生
み
出
し
た
と
い
え
よ
う
。
地
域
差
に
歴
史
を

発
見
す

る
と
し
な
が
ら
、
そ
の
な
か
の
一
部
に
の
み
注
目
し
て
し
ま
う
欠
点
を
生
ん

だ

と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
民
俗
の
地
域
差
の
な
か
に
歴
史
を
認
識
す
る
と
い
う
柳
田
國
男
の
立
場
は
今
で
も

尊
重

さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
地
域
差
か
ら
ど
の
よ
う

な
歴
史
を
認
識
す
る
か
は
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
日
本
列
島
を

等
質
な
社
会
と
し
、
全
体
と
し
て
一
つ
の
歴
史
を
形
成
し
て
き
た
範
囲
と
し
て
、
そ

の

中
で
の
地
域
差
を
時
間
差
に
置
き
換
え
、
一
方
か
ら
他
方
へ
の
変
化
を
想
定
し
、

そ

れ
が

い

く
段
階
も
行
わ
れ
る
こ
と
で
の
変
遷
過
程
を
描
く
の
が
従
来
の
大
方
の
考

え
で
あ
っ
た
が
、
果
た
し
て
日
本
の
歴
史
を
日
本
列
島
全
体
で
一
つ
の
も
の
と
し
て

考

え
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
が
疑
わ
れ
出
し
て
久
し
い
。
殊
に
人
々
の
生
活
文
化
の
歴

史
が
列
島
全
体
と
か
日
本
国
全
体
で
一
つ
の
歴
史
を
形
成
し
て
い
る
と
い
う
前
提
は

ひ

と
ま
ず
疑
っ
て
み
る
こ
と
は
無
意
味
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
日
本
列
島
全
体
の
民

俗
の
地
域
差
を
単
線
的
な
歴
史
的
変
遷
と
置
く
前
提
を
取
り
敢
え
ず
破
棄
し
て
、
地

域
差
に
別
の

歴
史
を
認
識
す
る
可
能
性
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
地

域
差
自
体
が
歴
史
を
共
通
に
形
成
し
て
き
た
範
囲
が
異
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と

い

う
認
識
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ぽ
、
民
俗
事
象
を
類
型
化
し
た
と
き
に
、
あ
る
同
一

類
型
に
属
す
る
民
俗
事
象
が
分
布
す
る
地
域
は
、
同
一
の
歴
史
過
程
を
形
成
し
て
き

た
地
域
で

あ
る
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
地
域
差
の
間
に
単
純
に
変
化
と
か
変
遷
を
見

る
の
で
は
な
く
、
地
域
差
に
異
な
る
歴
史
的
世
界
を
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
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二
　
家
の
年
中
行
事

　
関
東
地
方
や
中
部
地
方
で
年
中
行
事
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
各
家
で
行
う
月
日
の
定

ま
っ
た
行
事
の
こ
と
を
言
う
の
が
普
通
で
あ
る
。
一
年
間
を
通
し
て
数
多
く
の
行
事

が
行

わ
れ

る
が
、
そ
の
大
部
分
は
各
家
で
執
行
さ
れ
、
時
に
は
他
の
家
の
者
が
参
加

し
た
り
、
列
席
し
た
り
す
る
こ
と
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
執
行
主
体
で
は
な
く
、
あ
く

ま
で
も
客
と
し
て
参
加
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
施
さ
れ
る
月
日
は
ム
ラ
と
し

て

共
通

し
て
い
て
も
、
そ
の
日
に
行
う
儀
礼
や
食
事
の
内
容
は
家
に
よ
っ
て
異
な
る

こ
と
が
し
ぼ
し
ぽ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
関
東
地
方
の
ム
ラ
で
も
、
ム
ラ
と
し
て
行
う

年
中
行
事
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
多
く
は
ム
ラ
の
鎮
守
の
祭
礼
と

か
念
仏
講
、
庚
申
講
等
と
い
う
講
集
団
の
行
事
で
あ
る
。
一
年
の
始
ま
り
に
あ
た
っ

て

村
人
が
一
同
に
会
し
て
年
頭
の
挨
拶
を
す
る
こ
と
は
関
東
地
方
で
は
あ
ま
り
な
い
。

年
始

と
か
年
礼
と
い
う
形
で
、
各
自
が
家
々
を
訪
問
し
て
新
年
の
挨
拶
を
す
る
の
が

基
本

的
な
姿
で
あ
る
。
ま
た
正
月
と
並
ん
で
最
大
の
年
中
行
事
で
あ
る
お
盆
も
、
各

家
が
個
別

に
先
祖
の
墓
に
お
参
り
し
て
先
祖
を
迎
え
て
き
て
、
ま
た
屋
敷
の
入
口
で

門
火
、
迎
え
火
を
燃
す
の
が
普
通
で
あ
る
。
送
る
と
き
も
同
様
で
あ
る
。
そ
の
他
、

三
月
の
雛
祭
、
五
月
の
端
午
の
節
句
等
は
も
ち
ろ
ん
、
多
く
の
行
事
が
そ
れ
ぞ
れ
家

で
行
わ
れ
て

い
る
。

　
関
東
地
方
の
近
年
刊
行
の
県
史
と
か
市
町
村
史
を
見
て
い
る
と
、
近
世
の
史
料
編

に
生
活
史
に

関
係
す
る
文
書
を
多
く
収
録
し
よ
う
と
す
る
努
力
の
跡
が
み
ら
れ
る
。

そ
の

生
活
文
化
の
史
料
と
し
て
収
め
ら
れ
た
文
書
の
一
つ
に
、
家
の
年
中
行
事
に
関

す

る
定
書
き
が
あ
る
。
子
孫
の
た
め
に
書
き
残
し
た
も
の
で
、
事
細
か
に
そ
れ
ぞ
れ

の

行

事
の
内
容
を
記
述
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
近
世
の
名
主
・
庄
屋
と
い
う
村
役

人
の

日
記
類
も
近
年
は
活
字
と
な
っ
て
読
む
機
会
が
多
く
な
っ
た
が
、
そ
こ
に
も
年

中
行
事
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
年
中
行
事
や
休
み
日
を
書
き
出
し
て
提

出
さ
せ
た
も
の
や
、
書
き
出
し
た
月
日
以
外
に
は
休
ま
な
い
こ
と
を
誓
約
し
た
請
書

も
し
ば
し
ぽ
み
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
を
見
る
と
、
年
中
行
事
が
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
家
の

行
事
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

　
群
馬

県
勢
多
郡
黒
保
根
村
水
沼
の
星
野
家
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
『
年
中
行
事
覚

書
』
を
事
例
に
し
て
、
こ
の
点
を
検
討
し
て
お
こ
う
。
こ
の
帳
面
は
横
帳
で
あ
る
が
、

表
紙
は
欠

け
、
各
頁
の
端
は
よ
れ
よ
れ
に
な
っ
て
曲
が
っ
て
お
り
、
全
体
は
赤
茶
色

に
煤
け
て

い

る
。
帳
面
の
綴
じ
の
部
分
に
は
、
吊
り
下
げ
ら
れ
る
よ
う
に
紐
が
付
け

て

あ
る
。
こ
れ
は
、
囲
炉
裏
の
あ
る
部
屋
の
隅
に
長
年
吊
り
さ
げ
ら
れ
、
必
要
に
応

じ
て
参
照
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
『
年
中
行
事
覚
書
』
と
い
う
の
は

仮
題
で

あ
り
、
本
来
表
紙
に
何
と
書
か
れ
て
い
た
か
は
分
か
ら
な
い
。
全
部
で
九
七

頁
の
帳
面
で
、
大
部
な
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
正
月
か
ら
始
ま
っ
て
一
年
間
の
行

事
が

月
日
を
追
っ
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
史
料
と
し
て
の
性
格
は
、
帳
面
の
末
尾
に

弘
化
三
年

（
一
八

四
六
）
十
二
月
と
い
う
年
月
と
共
に
、
「
右
之
通
無
解
怠
相
勤
ぬ

勿
論
先
祖
β
万
端
質
素
二
相
暮
ぬ
処
」
云
々
と
あ
る
よ
う
に
、
子
孫
に
対
し
て
生
活

が
奢
移
に
流
れ
ず
、
先
祖
以
来
の
伝
統
を
守
る
よ
う
に
、
行
う
べ
き
行
事
を
示
し
て

諭

し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
子
孫
は
、
こ
の
帳
面
を
参
照
し
な
が
ら
時
々
の
行

事
を

執
行
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
帳
面
の
現
状
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
『
年
中
行
事
覚
書
』
に
は
全
部
で
一
二
〇
程
の
行
事
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
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こ
の
数
字
に
は
、
一
連
の
行
事
で
あ
っ
て
も
、
行
う
内
容
が
異
な
れ
ぽ
一
つ
と
勘
定

し
た
か
ら
で
、
年
間
を
通
し
て
五
〇
日
余
り
の
日
数
に
行
事
が
あ
る
。
そ
れ
は
正
月

の

年
礼
か

ら
始
ま
る
。
い
わ
ゆ
る
年
始
の
挨
拶
で
あ
る
。
元
旦
に
は
鎮
守
拝
礼
、
ま

た
檀
那

寺
の
常
鑑
寺
、
あ
る
い
は
今
別
院
と
い
う
寺
へ
の
年
始
、
さ
ら
に
村
内
外
の

付
き
合
い
の
あ
る
家
々
と
の
年
始
贈
答
、
そ
し
て
支
配
代
官
の
岩
鼻
代
官
所
へ
の
年

始
等
で

あ
る
。
こ
の
年
礼
は
元
旦
だ
け
で
は
な
く
、
正
月
の
期
間
中
行
き
来
を
し
て

行
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
正
月
元
旦
、
二
日
の
年
徳
神
へ
の
供
物
、
ま
た
正
月

二

日
の
商
売
始
め
の
行
事
を
記
載
し
て
い
る
。
二
日
の
商
売
始
め
は
「
金
銀
日
〆

帳
」
と
か
「
小
遣
帳
」
、
算
盤
、
秤
等
を
年
徳
神
の
棚
に
上
げ
る
こ
と
を
指
示
し
て

い

る
。
正
月
四
日
は
棚
さ
が
し
で
、
年
徳
神
以
外
の
諸
神
に
供
え
て
あ
っ
た
物
を
残

ら
ず
下
げ
て
、
そ
れ
を
お
粥
に
し
て
朝
食
と
し
て
食
べ
る
。
ま
た
こ
の
日
に
は
檀
那

寺
常
鑑
寺
か
ら
年
始
に
来
る
。
正
月
七
日
は
七
草
粥
で
あ
る
。
正
月
八
日
は
大
番
振

舞
で
あ
る
。
こ
れ
は
関
東
地
方
で
ひ
ろ
く
行
わ
れ
て
い
た
民
俗
で
、
正
月
に
同
族
の

家
々
や
親
類
を
招
い
て
ご
馳
走
を
す
る
も
の
で
、
本
家
格
の
家
に
分
家
が
集
ま
る
も

の

と
、
各
家
が
互
い
に
招
待
し
合
う
も
の
と
が
あ
る
。
星
野
家
で
は
互
い
に
行
き
来

す

る
の
で
は
な
く
、
本
家
と
し
て
分
家
と
近
所
の
家
を
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
ま

で
は
残

ら
ず
招
い
て
ご
馳
走
し
て
い
た
が
、
世
の
中
が
不
景
気
に
な
っ
た
の
で
中
止

し
、
家
内
だ
け
で
う
ど
ん
を
食
べ
る
よ
う
に
し
、
従
来
招
待
し
て
い
た
分
家
や
近
所

に
は
重
箱
で
料
理
を
届
け
る
よ
う
に
変
わ
っ
た
。
正
月
十
一
日
は
鍬
立
で
あ
る
。
畑

に
出
て
初
め
て
農
作
業
の
所
作
を
す
る
儀
礼
で
あ
る
。
ど
こ
で
鍬
立
す
る
か
も
指
示

さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
は
正

月
の
行
事
に
つ
い
て
紹
介
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
行
事
が
月

日
を
追
っ
て
次
か
ら
次
へ
と
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
月
日
順
に
掲
げ
る
と
以
下

の

よ
う
に
な
る
。

正
月
元
日
（
年
礼
）
、
二
日
（
年
礼
、
商
売
始
め
）
、
三
日
（
檀
那
寺
年
始
）
、
四
日

（棚
さ
が
し
）
、
七
日
（
七
草
粥
）
、
八
日
（
大
番
振
舞
い
）
、
十
一
日
（
鍬
立
て
、

火
炉
祭
、
御
祈
濤
）
、
十
三
日
（
作
り
花
支
度
）
、
十
四
日
（
蚕
神
、
蚕
日
待
）
、
十

五

日
（
十
五
日
粥
、
繭
玉
、
年
徳
神
御
棚
や
す
め
）
、
十
六
日
（
繭
玉
下
げ
）
、
二
十

日
（
恵
比
寿
講
）
、
二
十
三
日
（
二
十
三
夜
講
）
、
二
十
四
日
（
愛
宕
精
進
）

二
月
二
日
、
八
日
（
こ
と
八
日
）
、
初
午
、
彼
岸
、
二
十
五
日
（
鎮
守
祭
日
）

三
月
三
日

四

月
八
日
（
草
餅
・
藤
を
諸
神
へ
供
え
る
）
、
十
七
日
（
日
光
祭
日
）

五
月
五
日
、
田
植
え

六
月
十
五
日
（
い
り
花
、
生
身
玉
祝
儀
）
、
二
十
七
日
（
石
尊
宮
へ
灯
明
）
、
夏
穂
が
け

七
月
一
日
（
釜
の
口
明
け
）
、
七
日
（
七
夕
祭
）
、
十
三
日
（
盆
迎
え
、
盆
棚
仕
立
て
）
、

十
四

日
（
主
人
盆
迎
え
）
、
十
五
日
（
盆
礼
）
、
十
六
日
（
送
り
盆
）

八
月
一
日
（
八
朔
）
、
八
日
（
施
餓
鬼
）
、
十
五
日
（
十
五
夜
）
、
彼
岸
、
二
十
五
日

九
月
九
日
（
重
陽
）
、
十
三
日
（
十
三
夜
）
、
二
十
四
日
（
御
日
待
）
、
二
十
五
日
（
重

陽
祝
、
八
丁
注
連
）

十
月
一
日
（
亥
の
子
）
、
十
日
、
二
十
日
（
恵
比
寿
講
）

十
一
月
八
B
（
吹
子
祭
）
、
十
五
日
（
油
祝
い
餅
、
稲
荷
祭
）
、
二
十
三
日
（
大
師
様
）
、

荒
神
祭

十
二
月
一
日
（
川
び
た
り
餅
）
、
五
日
、
八
日
（
こ
と
八
日
）
、
十
二
日
（
御
松
迎

え
）
、
十
三
日
（
煤
掃
き
）
、
十
五
日
（
節
春
）
、
二
十
三
日
（
二
十
三
夜
待
）
、
二
十
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五

日
（
餅
春
、
御
注
連
な
い
）
、
二
十
七
日
（
辻
中
団
子
）
、
節
分
、
大
晦
日

　

こ

の

よ
う
に
毎
月
の
よ
う
に
多
く
の
行
事
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
ほ
と
ん
ど
全
て
家

毎
に
行
う
行
事
で
あ
り
、
そ
の
家
の
者
だ
け
が
関
与
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
時
に

は
大
番
振
舞
い
の
よ
う
に
分
家
や
近
所
の
者
を
招
い
て
行
う
行
事
も
あ
る
が
、
そ
れ

も
あ
く
ま
で
も
招
待
客
で
あ
る
。
あ
る
い
は
料
理
を
配
る
と
か
届
け
る
と
い
う
形
で
、

他
の
家
と
関
係
す
る
行
事
も
あ
る
。
し
か
し
、
行
事
の
執
行
自
体
は
家
毎
に
行
わ
れ

て

い

る
。
年
間
通
し
て
の
年
中
行
事
の
大
部
分
は
正
月
の
行
事
と
ほ
ぼ
同
じ
形
で
あ

る
。
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
な
か
に
は
家
々
が
共
同
し
て
行
う
行
事
や
、
ム
ラ
と
し
て

の

行
事

も
あ
る
。
こ
の
「
年
中
行
事
覚
書
」
に
記
載
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
日
待
と

講
、
そ
し
て
鎮
守
祭
礼
が
基
本
で
あ
る
。
日
待
で
は
正
月
十
四
日
の
蚕
日
待
、
正
、

五
、
九
、
十
二
の
各
月
の
二
十
三
夜
待
、
講
と
し
て
は
庚
申
講
が
あ
る
。
鎮
守
の
祭

日
は
二
月
二
十
五
日
と
な
っ
て
い
る
。
村
落
レ
ベ
ル
の
行
事
の
総
数
は
一
〇
も
な
い

ほ

ど
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
年
中
行
事
と
い
え
ば
、
基
本
的
に
は
家
単
位
に
行
う

も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

　
関
東
地
方
や
中
部
地
方
の
農
村
で
は
、
名
主
と
か
地
主
の
家
に
こ
の
よ
う
な
年
中

行
事
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
ら
は
子
孫
が
前
々
か
ら
の
し
き

た

り
を
守
っ
て
年
中
行
事
を
実
行
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
個
々
の
行
事
の
内
容
や

方
法
あ
る
い
は
注
意
す
べ
き
こ
と
を
書
き
残
し
た
も
の
で
あ
る
。
水
沼
村
の
星
野
家

の

も
の
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
同
様
の
史
料
は
い
く
つ
も
知
ら
れ
て
お
り
、
近
年
で
は

活
字
化

さ
れ
て
読
む
機
会
も
多
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
な
か
か
ら
い
く
つ
か
を
見
て

お

こ
う
。

　
栃
木
県
真
岡
市
荒
町
の
塚
田
家
の
弘
化
年
中
作
成
の
『
年
中
行
事
控
』
は
、
詳
細

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

な
内
容
で
年
間
通
し
て
の
行
事
を
記
載
し
て
い
る
。
た
と
え
ぽ
正
月
三
が
日
の
食
事

に

つ
い

て
、
朝
祝
い
の
雑
煮
の
内
容
、
夕
食
の
献
立
を
指
示
し
て
い
る
し
、
年
始
に

訪
問

す
べ
き
所
と
そ
こ
へ
贈
る
品
物
や
金
額
を
書
き
、
さ
ら
に

　
　

三
ケ

日
之
内

　
　

一　
ほ
う
き
不
用

　
　

一　
湯
を
た
て
ず

　
　

一　
門
松
た
て
ず

と
い
う
家
と
し
て
の
禁
忌
を
記
し
て
い
る
。

　

そ
の
後
も
日
に
ち
を
追
っ
て
家
の
者
が
行
う
べ
き
行
事
内
容
が
書
か
れ
て
い
る
。

六

日
は
年
越
で
あ
り
、
ま
た
山
入
の
日
と
な
っ
て
い
る
。
「
朝
早
ク
野
に
て
焚
木
ヲ

取
、
其
木
に
て
風
花
も
い
り
申
候
」
と
し
、
歳
末
の
餅
掲
き
の
と
き
に
嬬
米
と
粟
を

と
っ
て
お
い
た
も
の
を
山
入
で
伐
っ
て
き
た
焚
木
で
煎
っ
て
、
年
神
は
じ
め
諸
々
の

神
に
上
げ
る
。
ま
た
年
神
に
は
切
り
餅
も
焼
い
て
俵
ぽ
っ
ち
（
桟
俵
）
に
乗
せ
て
供

え
る
。
七
日
は
七
草
雑
炊
、
九
日
は
伊
勢
代
参
出
立
、
十
一
日
は
蔵
開
と
鍬
入
れ
と

毎
日
の
よ
う
に
行
事
が
あ
っ
て
、
小
正
月
に
な
る
。
そ
れ
ら
の
行
事
を
み
て
い
く
と
、

や

は

り
ほ
と
ん
ど
の
行
事
が
塚
田
家
の
行
事
で
あ
る
。
家
の
外
で
行
わ
れ
る
行
事
で

あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
参
詣
す
る
と
か
供
物
を
供
え
る
こ
と
が
指
示
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
他
の
家
々
と
一
緒
に
な
っ
て
行
事
を
執
行
す
る
と
い
う
も
の
は
ほ
と
ん
ど

な
い
。

　
少
し
年
代
の
新
し
い
史
料
を
紹
介
し
よ
う
。
長
野
県
上
伊
那
郡
宮
田
村
南
割
田
中

の

湯
沢
家

に
残

さ
れ
て
い
る
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
一
月
編
集
の
『
年
中
行
事
』

　
　
　
　
　
　
（
2
）

と
い
う
帳
面
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
当
時
家
長
で
あ
っ
た
湯
沢
源
助
の
妻
き
ぬ
が
、
自
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分
の
年
間
行
う
べ
き
こ
と
を
記
録
し
て
、
仏
壇
の
戸
棚
に
い
れ
て
い
た
手
控
え
で
あ

る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
史
料
の
性
格
か
ら
も
、
記
述
の
内
容
は
家
と
し
て
の
年
中

行
事
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
家
と
し
て
の
行
事
が
あ
ま
り
に
多
い
こ
と
に
驚
か
さ

れ

る
。
正
月
元
旦
か
ら
始
ま
り
、
二
日
は
ス
リ
初
メ
（
朝
食
に
芋
汁
を
作
り
、
そ
れ

を

年
神
そ
の
他
に
供
え
る
）
と
買
初
、
三
日
は
恵
比
寿
祝
い
、
六
日
は
年
取
り
、
七

日
は
七
草
ノ
粥
、
十
一
日
は
お
供
え
開
き
、
十
二
日
は
米
洗
い
（
小
正
月
の
餅
の
米

洗
い
）
、
十
三
日
餅
掲
（
七
重
ね
お
供
え
餅
を
作
り
、
ま
た
餅
で
繭
玉
も
作
る
）
、
十

四

日
小
年
取
り
、
十
五
日
は
小
正
月
、
十
六
日
は
繭
ネ
リ
（
小
豆
の
な
か
に
飾
っ
て

あ
っ
た
繭
玉
を
入
れ
て
煮
る
）
。
こ
の
よ
う
に
、
や
は
り
近
世
の
多
く
の
年
中
行
事

の

記
事

と
同
じ
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
全
部
の
行
事
を
家
と
し
て
執
行
し
て
い
る
。

　
同
様
に
、
明
治
が
終
わ
り
大
正
と
い
う
年
号
に
変
わ
っ
た
こ
と
を
記
念
し
て
書
か

れ
た

『
家
族
心
得
』
と
題
し
た
帳
面
が
静
岡
県
引
佐
郡
三
ケ
日
町
平
山
の
加
藤
家
に

あ
る
。
こ
れ
は
当
時
の
家
長
加
藤
寅
蔵
が
子
供
や
親
族
の
た
め
に
諸
々
注
意
事
項
を

記
載
し
た
帳
面
で
あ
る
が
、
そ
の
最
初
は
年
中
行
事
で
あ
る
。
そ
の
正
月
の
記
事
は

次
の

よ
う
な
内
容
で
始
ま
っ
て
い
る
。

　
　
一
　
正
月
元
日
ニ
ハ
神
ヤ
仏
ノ
掛
物
ヲ
出
シ
テ
御
神
酒
及
餅
等
ヲ
献
シ
、
年
中

　
　
　
家
内
ノ
無
事
、
国
家
泰
平
ヲ
祈
ル
事
。

　
　
一
　
氏
神
鑑
嗣
リ
ヲ
ス
ル
事
。

　
　
一
　
大
福
寺
へ
先
祖
ノ
仏
前
へ
餅
ヲ
一
膳
献
納
ス
ル
事
。

　
　
　
　
　
但
シ
、
餅
ノ
大
小
ハ
其
ノ
時
々
ノ
主
人
ノ
考
ニ
テ
ス
ル
事
。

　

こ
の
よ
う
に
、
加
藤
家
と
し
て
行
う
べ
き
行
事
や
儀
礼
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
こ
に
平
山
の
ム
ラ
と
し
て
の
行
事
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
出
て
こ
な
い
。
書

か
れ
て

い

る
の
は
多
く
が
神
仏
へ
の
参
詣
で
あ
る
。
正
月
三
日
、
三
月
二
十
八
日
の

二

日
が
氏
神
祭
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
特
別
な
行
事
は
な
く
、
参
詣
す
る
こ
と
だ
け

が

指
示

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
家
の
年
中
行
事
と
し
て
の
内
容
は
具
体
的

で
あ
る
。
た
と
え
ば
三
月
三
日
の
節
句
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
一
　
三
月
三
日
節
句
ヒ
ナ
祭
リ
ス
ル
事
。
花
草
餅
、
御
神
酒
ヲ
ヒ
ナ
ニ
献
シ
、

　
　
　
若
夫
婦
ヤ
娘
ハ
多
少
共
桃
ノ
酒
ヲ
ノ
ム
事
。
初
子
ノ
ア
ル
家
ヘ
ハ
多
少
共
御

　
　
　
祝
儀
ノ
義
理
ヲ
ス
ル
事

　
　
近
親
及
世
話
人
親
へ
節
句
ノ
義
理
ヲ
ス
ル
事
。

　
そ

し
て
、
詳
細
を
極
め
る
の
は
盆
の
行
事
に
つ
い
て
で
あ
る
。
七
月
一
日
の
墓
地

の

掃
除

か

ら
始
ま
り
、
二
十
四
日
の
盆
灯
篭
を
寺
に
納
め
る
ま
で
の
行
事
の
心
得
が

書
か
れ
て
い
る
。
家
の
年
中
行
事
が
年
中
行
事
の
基
本
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
示
し
て

い

る
と
言
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
家
単
位
の
年
中
行
事
の
な
か
に
は
注
目
す
べ
き
内
容
が
し
ぽ
し
ぼ
含

ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
関
東
地
方
で
カ
レ
イ
（
家
例
）
と
か
エ
ン
ギ
（
縁
起
）
と
呼

ぼ

れ

る
家
独
自
の
行
事
で
あ
る
。
家
例
は
殊
に
正
月
行
事
に
集
中
し
て
い
る
。
有
名

な
家
例
と
し
て
は
い
わ
ゆ
る
餅
な
し
正
月
が
あ
る
。
群
馬
県
勢
多
郡
黒
保
根
村
下
田

沢
の
清
水
で
は
、
正
月
三
が
日
の
朝
食
に
食
べ
る
べ
き
も
の
が
家
に
よ
っ
て
決
ま
っ

て

い

る
が
、
そ
の
内
容
が
各
地
で
一
般
的
な
餅
を
入
れ
た
雑
煮
で
な
い
家
が
多
い
。

正

月
三
が
日
に
は
餅
を
食
べ
な
い
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
正
月
食
と
し
て
餅
を
摘
か

な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
家
も
少
な
く
な
い
。
家
例
は
一
軒
の
み
と
い
う
こ
と
は

な
く
、
本
家
、
分
家
す
な
わ
ち
イ
ッ
ケ
と
呼
ぼ
れ
る
同
族
の
家
々
は
原
則
と
し
て
同

じ
家
例
で
あ
る
。
白
飯
を
食
べ
る
イ
ッ
ケ
、
赤
飯
を
食
べ
る
イ
ッ
ケ
、
あ
る
い
は
わ
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ざ
わ
ざ
冷
白
飯
と
里
芋
を
食
べ
る
イ
ッ
ケ
が
あ
る
。
正
月
に
餅
を
食
ぺ
な
い
の
は
、

先
祖
が
貧
乏
を

し
て
餅
を
食
べ
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
、
そ
の
先
祖
の
苦
労
を
し
の

ぶ
た
め
だ

と
い
う
。
し
か
し
、
注
目
し
て
よ
い
の
は
、
よ
り
積
極
的
に
餅
を
つ
か
な

い
、
あ
る
い
は
餅
を
つ
い
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
伝
承
を
伴
っ
て
お
り
、
臼
や
蒸
篭

を

出
し
て
も
い
け
な
い
と
い
う
。
特
に
そ
れ
を
強
調
す
る
の
は
大
塚
イ
ッ
ケ
の
家
で
、

秋
の
コ
ト
ヨ
ー
カ
（
十
二
月
八
日
）
か
ら
春
の
コ
ト
ヨ
ー
カ
（
二
月
八
日
）
ま
で
蒸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

篭
を
使
っ
て
は
い
け
な
い
と
、
長
期
間
の
使
用
を
禁
じ
て
い
る
。
　
　
　
、

　

こ
の
よ
う
な
餅
を
食
べ
な
い
こ
と
を
家
例
と
し
て
い
る
の
は
関
東
地
方
の
全
域
に

見

ら
れ
る
が
、
特
に
北
関
東
に
は
濃
密
な
分
布
を
見
る
。
い
ず
れ
も
、
ム
ラ
と
し
て

そ

の

よ
う
な
禁
忌
が
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
家
と
し
て
伝
承
し
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
家
例
と
呼
ば
れ
る
所
以
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
家
で
は
し
ば
し
ば
里

芋
を

正

月
の
食
物
と
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
注
目
し
て
独
創

的
な
論
を
展
開
し
た
の
が
坪
井
洋
文
で
あ
る
。
坪
井
は
餅
を
稲
作
の
象
徴
と
し
て
と

ら
え
、
餅
を
正
月
に
食
べ
る
文
化
に
た
い
し
て
、
芋
を
焼
畑
1
1
畑
作
物
の
象
徴
と
し

て

把
握

し
、
そ
れ
を
正
月
の
儀
礼
食
と
す
る
の
は
、
稲
作
文
化
と
は
異
な
る
文
化
の

伝
統
を

示
す
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
坪
井
は
各
地
の
資
料
を
集
め
て
論
じ
て
い
る
が
、

正

月
に
餅
を
食
べ
る
こ
と
を
禁
忌
と
す
る
事
例
は
関
東
地
方
に
集
中
し
、
そ
の
他
で

は
和
歌
山
県
南
部
と
四
国
西
部
に
比
較
的
濃
密
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

（
4
）

い
る
。

三
　
ム
ラ
の
年
中
行
事

　

滋
賀
県
伊
香
郡
余
呉
町
下
丹
生
の
区
長
は
大
変
忙
し
く
激
務
で
あ
る
。
下
丹
生
は

戸
数
は
わ
ず
か
に
三
〇
戸
余
り
で
あ
る
。
現
在
で
は
専
業
農
家
は
な
く
、
全
て
が
ム

ラ
の
外
に
働
き
に
出
て
い
る
兼
業
農
家
の
主
人
で
あ
る
が
、
そ
の
勤
め
を
休
ん
で
ム

ラ
の
行
事
を
執
行
す
る
こ
と
も
年
間
通
し
て
少
な
く
な
い
。
区
長
の
任
期
が
一
年
間

で
あ
る
の
も
、
そ
の
仕
事
の
忙
し
さ
の
た
め
と
言
え
る
。
そ
の
区
長
が
歴
代
引
き
継

い

で
い

る
帳
面
に
『
年
中
行
事
録
』
と
題
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
一
種
類
で
は

な
く
、
同
じ
表
題
の
帳
面
が
数
冊
区
長
の
帳
箪
笥
に
残
さ
れ
て
い
る
。
現
在
区
長
が

専
ら
利
用
し
て
い
る
の
は
昭
和
初
年
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
最
初
の
一
ぺ

ー
ジ
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
一
　
一
月
一
日
午
前
七
時
ヨ
リ
八
時
迄
二
氏
神
及
ビ
西
蓮
寺
へ
年
頭
拝
礼
シ
テ

　
　
　
区
中
一
同
御
慶
ス
。

　
　
　
　
但
シ
一
日
二
日
三
日
堅
ク
休
日
ノ
事
。

　
　
一
　
一
月
二
日
小
頭
ノ
餅
ハ
ニ
日
二
掲
キ
、
三
日
二
上
ゲ
、
四
日
二
下
シ
、
六

　
　
　

日
小
頭
ノ
餅
ハ
六
日
二
指
キ
、
七
日
二
上
ゲ
、
八
日
二
下
ス
事
。

　
　
　
　
但
シ

掲
頭
番
ハ
、
掲
頭
主
ヨ
リ
御
神
酒
三
合
氏
神
へ
献
納
ス
ル
事
。
尚
、

　
　
　
御
鏡
ハ
組
諸
頭
ヨ
リ
組
世
話
へ
持
参
シ
、
組
世
話
ヨ
リ
区
中
一
般
へ
配
布
ス

　
　
　
ル
事
。

　

こ
れ
で
分
か
る
よ
う
に
、
区
長
が
関
与
す
る
ム
ラ
の
年
中
行
事
が
事
細
か
に
記
さ

れ
て

い

る
。
そ
れ
を
み
て
い
く
と
、
毎
月
何
日
も
の
行
事
が
あ
る
。
そ
れ
を
整
理
し
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表

1
　
下
丹
生
の
年
中
行
事

月
　
　
　
日

行

事

一
月

　
一
日

　
二
日

　
八
日

　
十
日

十
一
日

　

十
三
・

　
　

十
四
日

　
　

十
四
日

　
　

十
六
日

　
　
　
二
十
日

　
　
二
十
三
日

　
　
二
十
四
日

　

　
三
十
日

旧
一
月
　
一
日

二
月
　
初
　
午

　
　

十
一
日

　
　
　
十
七
日

　
　
　
十
七
日

　
　
　
十
八
日

三
月
　
春
　
分

　
　
　
　
三
日

　
　
　
　
四
日

四
月
二
十
九
日

五
月
　
　
二
日

氏
神
・
寺
年
頭
拝
礼

小
頭

愛
宕
代
参
道
迎
講

洞
寿
院
年
頭
参
り

火
祭
立
ノ
式

大
頭
米
寄
せ

神
事

諸
頭
講

十
六
日
講

産
土
神
講

二
十
三
夜
ノ
御
講

愛
宕
講

区
費
取
立
て

社
参

休

日
社
参

紀
元
節

祈
年
祭

秋
葉
神
社
夜
宮

秋
葉
講

春
季
皇
霊
祭

氏
神
祭
日
、
大
祭
典

休
日

天
長
節
ニ
テ
休
日
社
参

荒
田

月

日

行

事

　
　
　
二
十
三
日

六
月
　
十
二
日

　
　

三

十

日

七
月
一
・
二
日

　
　
　

二
十
日

八
月
十
四
・

　
　
　

十
五
日

　
　
　

十
六
日

　
　
　
二
十
三
日

　
　
　
二
十
四
日

　
　

　
三
十
日

　
九
月
　
　
一
日

　
　
　
　

九
日

　
　
　

十
六
日

　
　
　
二
十
一
日

　
　
　
　
秋
　
分

　
十
月
　
十
七
日

十
一
月
　
　
三
日

　
　
　
　
　
五
日

　
　

　
二
十
日

　
　
　
二
十
六
日

十
二
月
十
六
日

　
　
　
二
十
五
日

　
　
　
三
十
一
日

二
十
三
夜
の
祈
帰

苗
代
仕
舞

大
祓
ノ
式

農
休
み

産
土
神
祭

盆社
参
、
歎
楽
野
明
神
盆
礼

野
神
祭

休
日

区
費
・
代
参
掛
銭
取
立

風
ノ
前
祈
薦

氏
神
へ
餅
供
え

御
祭
礼

伊
勢
道
迎
講

秋
季
皇
霊
祭

神
嘗
祭

明
治
節

諸
願
祓
い
の
た
め
百
灯

産
土
祭

新
嘗
祭

神
官
・
井
米
等
徴
収

大
正
天
皇
祭

大
祓
ノ
式

た
も
の
が
次
の
表
で
あ
る
。

　

こ
の
な
か
に
は
も
ち
ろ
ん
戦
後
の
制
度
的
改
革
や
社
会
情
勢
の
変
化
で
行
事
の
名

称
を
変
更

し
た
り
、
実
施
を
廃
止
し
て
し
ま
っ
た
も
の
も
あ
る
。
こ
こ
に
は
一
応
作

成
当
時
の
行
事
名
で
掲
げ
て
あ
る
が
、
現
在
で
は
別
の
名
称
の
行
事
に
な
っ
て
い
る

の

も
あ
る
。
た
と
え
ぽ
、
四
月
二
十
九
日
の
天
長
節
は
「
天
皇
誕
生
日
」
、
三
月
の

春
季
皇
霊
節
と
九
月
の
秋
季
皇
霊
祭
は
そ
れ
ぞ
れ
「
春
分
の
日
」
、
「
秋
分
の
日
」
、

十
一
月
三
日
の
明
治
節
は
「
文
化
の
日
」
と
帳
面
に
は
別
筆
で
書
き
変
え
ら
れ
て
い

る
。

　
以

上
の

行
事
を

数

え
る
と
四
五
に
も
な
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
中
に
は
単
に
休
日
社

参
と
い
う
日
が
い
く
つ
も
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
ム
ラ
と
し
て

行

う
行
事
が
如
何
に
多
い
か
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
で
も
行
事
を
減
ら
し
た
結

果
な
の
で
あ
る
。
休
日
社
参
と
な
っ
て
い
る
日
は
も
と
は
一
定
の
行
事
が
あ
っ
た
し
、

こ
の
『
年
中
行
事
録
』
に
も
、
た
と
え
ば
三
月
十
六
日
、
四
月
十
六
日
、
六
月
十
六

日
、
七
月
十
六
日
、
八
月
十
六
日
、
十
二
月
十
六
日
の
そ
れ
ぞ
れ
に
は
御
講
（
十
六

日
講
）
が
行
わ
れ
て
い
た
が
取
り
止
め
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
五
月
二
十
三

日
の
二
十
三
夜
待
も
取
り
止
め
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
に
、
年
間
を
通
し
て

「
取
越
」
と
記
載
さ
れ
た
行
事
が
あ
る
。
た
と
え
ぽ
五
月
二
日
の
箇
所
に
は
「
五
月

二

日
荒
田
休
ノ
事
、
当
日
朝
十
六
日
講
ヲ
取
越
シ
相
勤
メ
、
午
後
二
十
三
夜
ノ
祈
薦

取

越
ヲ
相
勤
ム
ル
事
」
と
な
っ
て
い
る
。
本
来
行
う
べ
き
日
に
は
せ
ず
に
、
便
宜
的

に

日
程
を
変
更
し
て
行
う
こ
と
を
「
取
越
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
五
月
十
六

日
の
御
講
と
二
十
三
日
の
二
十
三
夜
待
を
五
月
二
日
の
荒
田
休
み
の
日
（
田
植
え
準

備
の
た
め
の
田
起
こ
し
終
了
後
の
休
日
）
に
繰
り
上
げ
て
実
施
し
て
し
ま
う
と
い
う
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も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
従
来
で
あ
れ
ば
、
三
日
の
行
事
で
あ
っ
た
も
の
が
、

一
日
で
済
ま
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
取
越
し
の
行
事
が
年
間
を
通

し
て
い
く
つ
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
取
り
止
め
と
か
取
越
が
あ
る
一
方
で
は
、
新
し

い

国
家
的
行
事
が
ム
ラ
に
も
入
っ
て
き
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
分
だ
け
行

事
の
数
は
逆
に
増
え
て
い
る
。
紀
元
節
、
春
季
皇
霊
祭
、
天
長
節
、
秋
季
皇
霊
祭
、

明
治
節
、
大
正
天
皇
祭
等
が
そ
れ
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
そ
の
よ
う
な
国
家
的
行
事
が

外
か

ら
押
し
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
事
が
増
加
し
た
こ
と
に
対
応
し
て
、
ム

ラ
の
伝
統
的
な
行
事
が
取
り
止
め
や
取
越
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
に
よ
っ
て
、

か
つ
て

の

下
丹
生
の

年
中
行
事
は
年
間
五
〇
日
以
上
に
及
ん
だ
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

そ

れ
は
各
家
で
個
別
に
行
う
行
事
で
は
な
く
、
ム
ラ
と
し
て
の
行
事
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
年
中
行
事
と
言
え
ば
ム
ラ
と
し
て
の
行
事
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

区
長
と
も
な
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
行
事
に
参
加
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
の
た
め

の

参
考
書
の
役
目
を
『
年
中
行
事
録
』
は
果
た
し
て
い
る
。

　

同
じ
く
滋
賀
県
の
甲
賀
郡
水
口
町
杣
中
の
区
長
が
引
き
継
い
で
い
る
書
類
の
な
か

に

『
昭
和
六
年
一
月
起
、
昭
和
四
十
二
年
十
二
月
改
正
、
八
坂
神
社
祭
典
及
年
中
行

事
記
録
、
大
字
杣
中
』
と
題
す
る
横
帳
が
あ
る
。
そ
の
最
初
に
は
ム
ラ
の
祭
祀
の
中

心
に

な
る
ミ
ヤ
モ
リ
（
宮
守
）
に
つ
い
て
の
規
定
が
「
宮
守
年
令
順
」
と
い
う
見
出

し
で
書
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
ム
ラ
の
神
社
の
祭
り
や
ム
ラ
の
年
中
行
事
を

担
当
し
執
行
す
る
役
は
ミ
ヤ
モ
リ
と
呼
ぽ
れ
る
が
、
そ
れ
は
年
齢
順
に
就
任
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
次
に
「
年
中
行
事
」
と
い
う
題
で
宮
守
が

担
当
す
べ
き
一
年
間
の
年
中
行
事
が
細
か
く
記
載
さ
れ
て
い
る
。
正
月
準
備
に
始
ま

り
、
多
く
の
行
事
が
出
て
い
る
。
そ
の
名
称
の
み
を
月
日
順
に
掲
げ
る
と
以
下
の
通

り
で
あ
る
。

正
月
準
備
、

一
月
一
日
（
元
旦
供
物
、
国
旗
掲
揚
）

　
　
六

日
（
歳
越
）
、
七
日
（
七
日
正
月
）
、
十
四
日
（
歳
越
）
、
十
五
日
（
小
正
月
）

二
月
節
分
、
十
九
日
（
祈
年
祭
）

三
月
節
句

四

月
三
日
（
御
風
参
り
）
、
十
六
日
（
例
祭
）

五
月
節
句
、
七
日
（
旧
例
祭
）

六
月
（
早
苗
振
り
）
、
雨
乞

七
月
七
日
（
祇
園
祭
、
七
夕
祭
）

九

月
節
句
、
十
四
日
（
秋
葉
篭
り
）

十
一
月
一
日
（
神
送
り
祭
）
、
三
十
日
（
神
迎
え
祭
）

十
二
月
一
日
（
新
嘗
祭
）
、
十
六
日
（
宮
守
引
継
ぎ
）
、
三
十
日
（
大
祓
祭
）

　

こ
こ
に
記
載
さ
れ
た
行
事
の
数
は
下
丹
生
の
『
年
中
行
事
録
』
に
比
較
す
る
と
よ

ほ

ど
少
な
い
。
こ
れ
は
宮
守
が
担
当
す
べ
き
行
事
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
か
ら
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
で
も
正
月
準
備
か
ら
年
末
の
大
祓
祭
ま
で
二
三
日
に
及
ぶ
行

事
の
日
が
あ
り
、
そ
の
な
か
に
は
関
東
地
方
で
あ
れ
ば
各
家
の
行
事
で
あ
る
七
日
正

月
、
小
正
月
、
三
月
・
五
月
・
九
月
の
節
句
、
七
夕
等
が
含
ま
れ
て
い
る
。
い
か
に

も
年
中
行
事
が
ム
ラ
と
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
下
丹
生
の

『
年
中
行
事
録
』
や
杣
中
の
『
八
坂
神
社
祭
典
及
年
中
行
事
記
録
』
は

ム

ラ
で
公
的
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
帳
面
は
し
ぽ
し
ば
他
の
ム

ラ
で
も
見
る
が
、
よ
り
一
般
的
に
は
ム
ラ
の
行
事
の
執
行
の
担
当
者
と
か
責
任
者
に
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な
っ
た
も
の
が
、
行
事
を
間
違
い
な
く
行
う
た
め
に
、
前
任
者
か
ら
教
え
て
貰
っ
た

り
、
逆
に
次
の
担
当
者
の
参
考
の
た
め
に
作
成
し
た
私
的
な
覚
書
が
存
在
す
る
。
近

畿
地
方
の
村
落
に
お
い
て
調
査
し
て
い
る
と
し
ぼ
し
ぼ
ム
ラ
の
年
中
行
事
や
祭
礼
に

つ
い
て

の

個

人
的
な
覚
書
を
見
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
ら
は
単
に
記
念
の
た
め
に
書

き
記
し
た
と
い
う
の
で
な
く
、
余
り
に
行
事
の
数
が
多
く
、
ま
た
複
雑
な
の
で
、
必

要
に
迫

ら
れ
て
書
き
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
下
丹
生
で
も
、
ム
ラ
の
神
仏
の
お
守
り

を
す
る
別
当
の
役
に
就
任
す
る
と
、
区
長
と
共
に
多
く
の
行
事
に
列
席
す
る
し
、
さ

ら
に
別
当
の
み
で
神
仏
の
守
護
を
す
る
役
割
が
あ
る
。
そ
れ
ら
を
間
違
い
な
く
行
う

た

め
の

メ
モ
が
し
ぽ
し
ば
別
当
を
勤
め
た
人
物
の
と
こ
ろ
に
は
残
さ
れ
て
い
る
。
一

九
七
八
年
、
七
九
年
に
別
当
を
勤
め
た
人
の
覚
書
に
よ
れ
ぽ
、
年
間
通
し
て
六
六
日

も
の
予
定
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
年
中
行
事
録
』
に
規
定
さ
れ
て
い
る
行
事

日
数
よ
り
も
多
い
。
そ
れ
は
毎
月
原
則
と
し
て
一
日
、
十
六
日
、
月
末
の
三
回
の
神

仏
へ
の
月
参
り
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
滋
賀
県
甲
賀
郡
水
口
町
北
内
貴
で
は
、
十
人

衆
が
ム
ラ
の
年
中
行
事
の
実
質
的
な
担
当
者
で
あ
る
が
、
そ
の
世
話
を
す
る
の
は
十

人

衆
の
な
か
の
最
年
少
の
若
役
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
若
役
は
行
事
の
月
日
を
間
違

え
た
り
、
準
備
す
べ
き
も
の
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
や
は
り
覚
書
を
作
っ

て

い

る
。
そ
こ
に
は
年
間
二
三
日
の
行
事
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
覚
書
や
記
録
の
作
成
は
、
ム
ラ
の
年
中
行
事
が
い
か
に
多
い
か
を
示

し
て
い
る
。
行
事
を
担
当
し
執
行
す
る
人
物
は
、
特
定
の
家
と
か
人
物
に
固
定
し
て

い

な
い
。
一
定
の
条
件
に
適
っ
た
人
々
（
衆
）
が
担
当
し
た
り
、
役
職
（
区
長
）
が

担
当
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
毎
年
行
事
は
行
わ
れ
て
い
て
も
、
一
般
の
参

加
者

と
し
て
出
て
い
る
人
が
、
特
定
の
期
間
や
特
定
の
年
の
み
執
行
の
責
任
者
に
な

る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
数
多
く
、
し
か
も
複
雑
な
行
事
を
間
違
い
な
く
執
行
す

る
こ
と
は
大
変
困
難
で
あ
る
。
特
に
近
年
の
よ
う
に
、
兼
業
化
が
進
ん
で
、
日
頃
は

村
外
に
働
き
に
出
て
い
る
人
物
に
と
っ
て
は
、
ム
ラ
の
行
事
を
身
体
に
覚
え
込
ん
で

い

る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。
文
字
で
記
し
た
メ
モ
に
頼
る
こ
と
は
必
然
と
い
え
る
。

近
畿
地
方
の

村
落
で
は
し
ば
し
ぼ
こ
の
よ
う
な
ム
ラ
の
年
中
行
事
を
記
載
し
た
メ
モ

に
接
す

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

四
　
盆
行
事
の
東
西

　
前
節
で
見
た

こ
と
は
、
関
東
地
方
や
中
部
地
方
の
年
中
行
事
は
専
ら
家
単
位
に
行

わ

れ
、
家
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
の
に
対
し
て
、
近
畿
地
方
の
年
中
行
事
は
村
落

単
位
に
行
わ
れ

る
も
の
が
多
い
こ
と
を
、
主
と
し
て
文
字
化
さ
れ
た
年
中
行
事
記
録

に

よ
っ
て
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
こ
の
相
違
を
よ
り
は
っ
き
り
と
確
認
す
る
た
め
に
、

常
識
的
に
は
各
家
が

自
分
の
家
の
先
祖
の
霊
を
迎
え
も
て
な
す
行
事
で
あ
る
盆
行
事

に

つ
い

て
、
そ
の
よ
う
な
東
西
の
相
違
が
あ
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
盆
は

日
本
に
お
い
て
は
ど
こ
で
も
各
家
の
行
事
で
あ
る
。
自
分
の
家
の
先
祖
た
ち

の

霊

（
精
霊
）
を
迎
え
、
も
て
な
し
、
そ
し
て
送
る
儀
礼
が
数
日
間
に
わ
た
っ
て
展

開
す
る
。
年
中
行
事
の
な
か
で
も
も
っ
と
も
重
要
で
、
内
容
が
豊
か
な
も
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
多
く
の
年
中
行
事
は
各
地
で
廃
絶
や
簡
略
化
の
方
向
を
歩
ん
で
い
る
な
か

で
、
盆
行
事
の
み
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
相
変
わ
ら
ず
東
京
は
じ
め
全
国
の

都
市
部
に
お

い
て

も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
、
祖
霊
信
仰
が
強
固
な
存

在
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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柳
田
國
男
は
、
こ
の
盆
行
事
に
代
表
さ
れ
る
先
祖
祭
祀
を
日
本
人
の
信
仰
の
中
核

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

に

置
い
て
体
系
化
し
た
。
日
本
人
は
、
死
後
肉
体
は
消
滅
し
て
も
魂
は
永
久
に
存
続

し
て
、
祖
霊
と
な
り
、
す
で
に
祖
霊
と
な
っ
て
い
る
上
の
世
代
の
霊
と
融
合
し
て
一

っ
に

な
っ
て
、
子
孫
の
暮
ら
す
土
地
の
近
く
の
山
の
上
に
留
ま
り
、
そ
こ
か
ら
必
要

に
応

じ
て
、
ま
た
一
年
に
数
回
子
孫
を
訪
れ
、
子
孫
と
交
流
す
る
。
そ
し
て
、
子
孫

の

生
業
を

護

り
、
発
展
さ
せ
る
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
の
生
活
を
加
護
し
て
く
れ
る

日
本
の
神
の
本
質
は
実
は
祖
霊
で
あ
る
と
い
う
仮
説
を
提
示
し
て
、
日
本
人
の
信
仰

体
系
の
中
心
に
祖
霊
を
置
い
た
の
で
あ
る
。
日
本
人
の
真
の
幸
福
は
こ
の
現
世
で
欲

求
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
く
、
死
後
永
久
に
祖
霊
と
な
っ
て
子
孫
と
交
流
で
き

る
こ
と
に
あ
る
。
も
し
も
子
孫
が
い
な
く
な
り
、
訪
れ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
れ
ば
、

そ
れ
が
最
大
の
不
幸
で
あ
る
と
考
え
て
き
た
と
主
張
し
た
。
日
本
人
が
家
の
永
続
を

願

う
の
も
そ
の
こ
と
に
発
し
て
い
る
と
位
置
づ
け
た
。
こ
の
よ
う
な
柳
田
國
男
の
主

張
で
は
、
先
祖
と
子
孫
の
関
係
は
あ
く
ま
で
も
個
別
的
な
も
の
で
あ
る
。
人
々
が

「
家
永
続
の
願
い
」
に
最
大
の
価
値
を
置
く
よ
う
に
、
家
を
単
位
に
し
て
、
家
を
紐

帯
に

し
て
両
者
は
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
日
本
各
地
の
盆
行
事
そ

の

他
の

先
祖
祭
祀

は
個
別
の

家
単
位
に

な
さ
れ
て
い
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か

し
、
子
細
に
見
る
と
、
そ
の
家
を
単
位
と
し
た
盆
行
事
に
お
い
て
さ
え
も
西
と
東
で

相
違
が

見
ら
れ
る
。

　
先
ず

関
東
地
方
の
盆
行
事
の
ご
く
一
般
的
な
姿
を
見
て
お
こ
う
。
埼
玉
県
和
光
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

新
倉
の
な
か
の
上
之
郷
・
半
三
池
で
の
盆
行
事
で
あ
る
。
関
東
地
方
は
多
く
八
月
の

月
遅
れ
で
盆
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
和
光
市
新
倉
で
も
同
様
に
八
月
十
三
日
か
ら
十

五

日
が
盆
の
期
間
で
あ
る
。
先
ず
十
三
日
に
各
家
で
は
盆
棚
を
作
る
。
座
敷
に
四
斗

樽
を

置
い

て
、
そ
の
上
に
戸
板
を
乗
せ
、
そ
の
四
隅
に
竹
を
四
本
立
て
る
。
戸
板
の

上
に
は

盆
ご
ざ
を
敷
き
、
正
面
に
十
三
仏
や
不
動
さ
ん
、
佐
倉
惣
五
郎
の
掛
け
軸
を

掛

け
、
ご
ざ
の
上
に
は
仏
檀
か
ら
取
り
出
し
て
き
た
位
牌
を
並
べ
、
茄
子
、
胡
瓜
、

ト
マ
ト
、
南
瓜
、
果
物
等
を
供
え
る
。
ま
た
胡
瓜
の
馬
、
茄
子
の
牛
を
飾
り
、
盆
花

も
飾
る
。
こ
れ
が
古
く
か
ら
の
盆
棚
で
あ
る
が
、
近
年
は
樽
の
上
に
戸
板
と
い
う
形

で
は

な
く
、
折
り
畳
み
式
の
盆
棚
に
な
っ
て
い
た
り
、
仏
壇
を
そ
の
ま
ま
盆
棚
に
し

て

い

る
家
が
多
い
。
そ
の
よ
う
な
も
の
を
含
め
て
一
九
八
八
年
現
在
で
、
こ
の
地
の

農
家
の
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
家
が
盆
棚
作
り
を
十
三
日
に
し
て
い
る
。
盆
棚
が
で
き

る
と
、
夕
方
に
提
灯
を
も
っ
て
自
分
の
家
の
墓
地
に
仏
様
を
迎
え
に
行
く
。
墓
地
で

は
、
墓
碑
の
前
で
「
御
先
祖
様
、
お
じ
い
さ
ん
、
お
ぽ
あ
さ
ん
、
ど
う
も
お
待
た
せ

し
ま
し
た
。
こ
の
明
か
り
で
ど
う
ぞ
お
い
で
に
な
っ
て
お
く
ん
な
さ
い
」
と
言
い
、

提
灯
に
明
か
り
を
点
け
て
、
そ
れ
を
か
か
げ
て
家
ま
で
案
内
し
て
く
る
。
家
に
到
着

す

る
と
、
廊
下
に
用
意
し
て
あ
る
手
桶
と
手
拭
い
を
示
し
て
、
「
こ
の
水
で
足
を
濯

ぎ
な
さ
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
言
い
、
足
を
洗
う
真
似
を
す
る
。
そ
し
て
盆
棚
の
所
ま

で
案
内
す
る
。
十
四
日
、
十
五
日
は
家
に
帰
っ
て
き
た
先
祖
た
ち
を
も
て
な
す
。
各

家

で
先
祖
に
供
え
る
食
事
の
内
容
は
決
ま
っ
て
い
る
。
白
い
御
飯
、
お
は
ぎ
、
う
ど

ん
、
饅
頭
等
が
日
替
わ
り
で
供
え
ら
れ
る
。
十
五
日
の
夜
に
、
先
祖
を
ま
た
墓
地
ま

で

送
っ
て
い
く
。
提
灯
に
明
か
り
を
灯
し
、
そ
れ
を
か
か
げ
て
墓
地
ま
で
行
き
、

「
お
粗
末
さ
ま
で
し
た
。
こ
の
明
か
り
で
お
休
み
な
さ
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
言
い
、

線
香
を

あ
げ
、
ま
た
提
灯
を
そ
の
場
に
置
い
て
き
た
り
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
盆
行

事
は

完
全
に
各
家
毎
の
行
事
で
あ
る
。
他
の
家
と
共
同
し
た
り
、
ム
ラ
と
し
て
行
事

を

行

う
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
は
関
東
地
方
は
じ
め
東
日
本
で
は
ご
く
普
通
の
有
り
方
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と
言
え
よ
う
。

　
近
畿
地
方
の
盆
行
事
も
も
ち
ろ
ん
各
家
が
自
分
の
家
の
先
祖
を
迎
え
、
も
て
な
し
、

送

る
行
事
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
各
家
の
行
事
が
共
同
し
た
り
合
同
す
る
こ
と
で

ム

ラ
の
行
事
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
一
例
を
滋
賀
県
八
日
市
市
寺
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

の

盆
行
事
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。

　
寺
町
は
戸
数
が
四
〇
軒
程
の
小
さ
な
集
落
で
あ
る
が
、
家
々
が
密
集
し
て
や
は
り

近
畿
地
方
の
村
落
の
特
色
を
よ
く
具
え
て
い
る
。
こ
こ
も
盆
は
八
月
に
行
わ
れ
る
。

盆
は
八
月
七
日
の
墓
掃
除
か
ら
始
ま
る
。
各
家
は
自
分
の
家
の
埋
葬
墓
地
で
あ
る
サ

ン

マ

イ
（
三
昧
）
に
行
っ
て
掃
除
を
し
、
午
後
に
は
ム
ラ
の
中
心
部
に
あ
る
ム
ラ
ド

ウ
（
村
堂
）
の
境
内
に
あ
る
石
塔
建
立
墓
地
の
ソ
ウ
ハ
カ
（
惣
墓
）
に
全
員
が
集
ま

り
、
惣
墓
の
掃
除
を
す
る
。
十
日
に
は
ソ
ウ
ハ
カ
マ
イ
リ
（
惣
墓
参
り
）
と
い
っ
て
、

ム

ラ
の
一
同
が
線
香
・
蝋
燭
を
持
参
し
て
惣
墓
に
参
る
。
惣
墓
の
中
央
正
面
に
あ
る

大

き
な
宝
俵
印
塔
の
前
で
僧
侶
が
読
経
し
供
養
す
る
。
こ
の
宝
俵
印
塔
の
こ
と
を
人

々

は
特
に

ソ
ウ
バ
カ
サ
ン
と
呼
び
、
ム
ラ
全
体
の
供
養
塔
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
こ

の

日
に
は
小
学
生
、
中
学
生
の
男
女
全
員
が
村
堂
に
集
ま
り
、
精
霊
迎
え
と
精
霊
送

り
に
使
用
す
る
松
明
と
墓
地
に
飾
る
万
灯
を
作
る
。
こ
の
と
き
に
子
供
た
ち
が
作
る

の

は

中
心
部
に
楊
の
生
木
を
立
て
、
そ
の
周
囲
に
麦
か
ら
、
柴
を
縄
で
括
り
つ
け
、

そ
れ
を

さ
ら
に
一
二
本
の
青
竹
で
囲
み
藁
縄
で
結
わ
え
る
。
そ
の
全
長
は
約
ニ
メ
ー

ト
ル
、
直
径
は
根
本
で
一
・
五
メ
ー
ト
ル
、
上
端
で
六
〇
セ
ソ
チ
メ
ー
ト
ル
程
の
も

の

で

あ
る
。
こ
の
松
明
は
二
本
作
ら
れ
、
一
本
は
精
霊
迎
え
用
で
あ
り
、
残
り
の
一

本

は
精
霊
送

り
用
で
あ
る
。
ま
た
麻
が
ら
で
小
松
明
を
作
る
。
こ
れ
は
各
家
に
配
ら

れ
、
精
霊
迎
え
の
際
に
使
用
さ
れ
る
。
で
き
た
松
明
は
ム
ラ
の
主
要
用
水
の
愛
知
川

か

ら
の
取
水
口
で
あ
る
駒
湯
口
に
運
ば
れ
て
立
て
ら
れ
る
。

　
八
月
十
三
日
の
昼
に
な
る
と
、
精
霊
迎
え
の
ド
ウ
コ
モ
リ
（
堂
籠
り
）
が
始
ま
る
。

子
供
た
ち
全
員
が
村
堂
に
集
ま
っ
て
こ
も
る
も
の
で
、
堂
の
内
陣
で
最
年
長
の
男
子

が

導
師
と
な
っ
て
鉦
太
鼓
を
打
ち
な
ら
し
て
念
仏
を
唱
え
、
灯
明
を
守
る
。
こ
れ
を

十
四

日
の
夜
明
け
ま
で
続
け
る
。
十
四
日
の
朝
四
時
半
に
村
堂
の
前
に
あ
る
惣
太
鼓

が
打
ち

な
ら
さ
れ
る
。
そ
の
打
ち
方
は

　
神
主
三
郎
兵
衛
　
　
三
郎
兵
衛
は
神
主

　
○
○
○
○
○
○
　
　
○
○
○
○
○
○
○

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
音
を
聞
く
と
各
家
の
者
は
小
松
明
と
花
を
持
っ
て
駒
湯

口
に
集
合
す
る
。
子
供
た
ち
は
そ
の
前
に
す
で
に
駒
湯
口
に
集
ま
っ
て
い
る
。
村
人

が

み

な
集
ま
る
と
子
供
た
ち
は
大
き
な
松
明
に
火
を
点
け
る
。
そ
れ
が
燃
え
上
が
る

と
、
村
人
は
合
掌
し
て
拝
み
、
小
松
明
に
火
を
移
し
、
ま
た
蝋
燭
に
も
点
火
す
る
。

ま
た
子
供
た
ち
は
万
灯
に
火
を
移
し
て
も
ら
い
、
い
ず
れ
も
そ
れ
を
手
に
し
て
帰
宅

す

る
。
そ
し
て
、
自
分
の
家
の
仏
壇
の
灯
明
に
明
か
り
を
移
す
の
で
あ
る
。
家
の
主

婦
は
ぼ

た

も
ち
を
供
え
、
世
帯
主
が
導
師
に
な
っ
て
拝
む
。
そ
れ
が
終
わ
る
と
、
精

霊

さ
ん
に
朝
食
を
出
す
。

　
十
五

日
の
早
朝
六
時
頃
、
各
世
帯
主
は
仏
壇
の
灯
明
の
火
を
線
香
に
移
し
、
水
は

ぎ
の
花
、
樒
の
枝
と
寺
に
作
っ
て
も
ら
っ
た
塔
婆
を
持
っ
て
駒
湯
口
に
集
ま
る
。
主

婦
も
仏
壇
に
供
え
て
あ
っ
た
供
物
を
蓮
の
葉
に
包
ん
で
篭
に
入
れ
て
持
っ
て
い
く
。

こ
れ
は
「
お
精
霊
さ
ん
の
弁
当
」
だ
と
い
う
。
駒
湯
口
に
集
ま
っ
た
世
帯
主
た
ち
は

麻
が
ら
や
竹
で
大
き
な
筏
を
作
り
、
そ
こ
に
大
松
明
を
乗
せ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を

用
水
路
に
降
ろ
し
、
松
明
に
点
火
す
る
。
子
供
た
ち
は
水
の
中
に
入
っ
て
筏
を
支
え
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る
。
そ
し
て
下
流
へ
流
し
て
い
く
。
女
性
た
ち
は
、
用
水
路
の
脇
に
小
石
で
塔
を
作

り
、
線
香
や
蝋
燭
を
飾
り
、
ま
た
「
精
霊
さ
ん
の
弁
当
」
を
供
え
る
。
筏
が
動
き
出

す

と
「
精
霊
さ
ん
の
弁
当
」
を
用
水
路
に
流
す
。
そ
し
て
見
送
る
。
子
供
た
ち
は
筏

を

隣
の
ム
ラ
と
の
境
ま
で
流
し
て
い
き
、
そ
こ
で
上
に
登
り
見
送
る
。

　

こ
れ
が
寺
町
の
盆
行
事
で
あ
る
が
、
個
々
の
家
の
年
中
行
事
と
い
う
よ
り
も
ム
ラ

と
し
て
の
盆
行
事
と
い
う
面
が
強
い
こ
と
が
分
か
る
。
先
祖
の
霊
で
あ
る
「
精
霊
」

は
ム

ラ
と
し
て
迎
え
ら
れ
、
ム
ラ
と
し
て
送
ら
れ
る
。
現
世
の
人
々
が
村
落
に
結
集

す

る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
先
祖
た
ち
も
村
落
に
結
集
し
て
他
界
と
の
間
を
往
復
す
る

の

で
あ
る
。
関
東
地
方
の
村
落
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
終
始
個
別
の
家
の
行
事
と
し

て

の

盆
で
は

な
い
こ
と
が
、
現
世
の
秩
序
が
他
界
の
秩
序
に
も
な
っ
て
い
る
こ
と
を

示

し
て
い
る
。
近
畿
地
方
の
村
落
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
盆
の
迎
え
火
、
送
り

火
を

ム

ラ
と
し
て
行
う
こ
と
は
ご
く
一
般
的
で
あ
る
。
そ
れ
に
関
連
し
て
思
い
出
さ

れ

る
の
は
、
京
都
の
有
名
な
大
文
字
焼
き
で
あ
る
。
毎
年
八
月
十
六
日
の
京
都
の
大

文
字
五

山
送
り
火
は
今
で
は
観
光
行
事
と
し
て
知
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
模

倣

し
た
観
光
行
事
が
他
他
方
で
も
行
わ
れ
る
程
有
名
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
現

在
で

も
そ
れ
は
京
都
の
町
の
人
々
の
盆
行
事
の
一
つ
で
あ
り
、
京
都
の
家
々
に
戻
っ

て

き
た
精
霊
を
他
界
に
送
り
返
す
集
合
的
送
り
火
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
八
日
市
市

寺
町
の

迎
え

火
、
送
り
火
の
行
事
と
基
本
的
に
同
じ
性
格
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
し

た
が

っ

て
、
京
都
の
大
文
字
焼
き
は
、
京
都
と
い
う
都
市
が
生
み
出
し
た
都
市
祭
礼

と
し
て
の
性
格
を
帯
び
つ
つ
、
同
時
に
近
畿
地
方
村
落
の
特
質
と
も
密
接
に
閏
係
し

て

い

る
。
関
東
地
方
に
は
な
い
、
近
畿
地
方
で
あ
る
が
故
に
存
在
す
る
盆
行
事
と
言

え
よ
う
。

五
　
予
祝
儀
礼
の

東
西

　

さ
ら
に
も
う
一
つ
関
東
地
方
と
近
畿
地
方
の
相
違
を
示
す
民
俗
を
検
討
し
て
お
こ

う
。
そ
れ
は
農
耕
儀
礼
で
あ
る
。
日
本
の
農
業
は
基
本
的
に
小
農
経
営
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
、
自
己
の
家
族
の
労
働
力
を
基
幹
労
働
力
と
し
て
個
別
に
経
営
さ
れ
て
き
た
。

し
た
が
っ
て
、
毎
年
の
豊
作
も
各
家
単
位
で
実
現
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
。
当
然

の

こ
と
な
が
ら
、
秋
の
豊
作
を
実
現
さ
せ
る
た
め
の
農
耕
儀
礼
も
家
単
位
に
執
行
さ

れ
て

き
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
農
耕
儀
礼
の
執
行
単
位
に

お

い
て

も
大
き
な
地
域
差
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
倉
田
一
郎
『
農
と
民
俗
学
』
（
一
九
四
四
年
）
の
第
一
章
は
「
予
祝
祭
」
と
題
し
て
、

主

と
し
て
正
月
に
行
わ
れ
る
各
地
の
予
祝
儀
礼
を
扱
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
倉
田
は
予

祝
儀
礼
を
大
き
く
二
つ
に
分
類
し
て
い
る
。
一
つ
は
サ
ツ
キ
型
と
も
い
う
べ
き
も
の

で
、
こ
れ
は
正
月
、
特
に
小
正
月
に
庭
と
か
田
圃
で
松
葉
と
か
柴
、
あ
る
い
は
豆
が

ら
を
挿
し
て
田
植
え
の
真
似
を
し
て
、
無
事
に
田
植
え
が
で
き
、
そ
の
後
の
稲
の
成

長
を

確
保

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
日
本
海
側
の
各
地
で
サ
ツ
キ
と
呼

ん

で
い

る
。
も
ち
ろ
ん
サ
ツ
キ
は
五
月
の
こ
と
で
、
田
植
え
月
あ
る
い
は
田
植
え
そ

の

も
の
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
同
じ
名
称
で
小
正
月
の
予
祝
儀
礼
も
呼
ん
で
い
る

の

で
あ
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
モ
ノ
ッ
ク
リ
型
と
い
う
べ
き
儀
礼
が
あ
る
。
こ
れ

は
や
は

り
小
正
月
に
行
わ
れ
る
が
、
秋
の
豊
作
の
様
相
を
作
り
だ
す
も
の
で
あ
る
。

前
者
の
サ
ツ
キ
型
の
予
祝
儀
礼
に
も
多
様
な
姿
が
見
ら
れ
る
が
、
関
東
地
方
で
は
正

月
に
田
に
出
て
松
、
茅
な
ど
の
枝
を
挿
す
田
打
ち
正
月
が
最
も
一
般
的
で
あ
る
。
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茨
城
県
取
手
市

域
の
事
例
を
示
し
て
お
こ
う
。
取
手
市
域
で
は
、
正
月
三
日
と
十

一
日
が
イ
チ
ク
ワ
（
一
鍬
）
と
呼
ば
れ
て
、
田
畑
へ
出
て
、
松
の
枝
を
挿
す
儀
礼
を

行
っ
て
き
た
。
畑
の
イ
チ
ク
ワ
は
三
日
で
、
暮
の
内
に
き
れ
い
に
洗
っ
て
お
い
た
鍬

と
松
の
枝
、
オ
サ
ゴ
ウ
（
散
米
）
を
持
参
し
て
、
畑
に
行
く
。
松
は
歳
末
に
門
松
を

伐

り
に
行
っ
た
と
き
に
、
別
に
イ
チ
ク
ワ
用
に
余
分
に
取
っ
て
く
る
。
畑
に
行
く
と

鍬
で
土
を
三
回
掘
り
起
こ
す
。
そ
の
と
き
、
次
の
よ
う
な
唱
え
言
を
唱
え
る
と
い
う
。

　
　
一
ク
ワ
サ
ッ
ク
リ
コ
（
一
ク
ワ
ピ
ッ
タ
リ
コ
）

　
　
ニ

ク
ワ
サ
ッ
ク
リ
コ

　
　
一
ニ
ク
ワ
メ
の
ク
ワ
サ
キ
デ

　
　
金
銀
茶
釜
で
掘

り
出
し
た
（
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
と
声
に
は
出
さ
ず
に
唱

　
　
え

る
所
も
あ
る
）

そ

の

穴
へ
松
を
立
て
て
輪
飾
り
を
か
け
、
オ
サ
ン
ゴ
ウ
を
撒
い
て
供
え
る
。

　

十
一
日
の
田
圃
の
イ
チ
ク
ワ
の
と
き
は
鍬
で
は
な
く
、
万
能
を
用
い
る
。
こ
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

き
も
そ
の
仕
方
は
畑
の
イ
チ
ク
ワ
と
同
じ
で
あ
る
。

　
近
畿
地
方
の

農
村
を

正

月
過
ぎ
に
歩
い
て
い
る
と
、
田
圃
の
水
口
の
所
に
松
の
枝
、

あ
る
い
は
竹
や
笹
の
枝
に
差
し
て
お
札
が
立
て
ら
れ
て
い
る
の
を
よ
く
見
掛
け
る
。

そ

の

札
に
は
黒

い
印
判
が
押
さ
れ
て
い
た
り
、
墨
で
祈
薦
文
が
書
か
れ
た
り
す
る
。

白
い
紙
を
下
げ
た
御
幣
の
よ
う
な
も
の
も
あ
る
が
、
多
い
の
は
印
判
を
押
し
た
も
の

で

あ
る
。
こ
れ
を
ゴ
ガ
ミ
と
か
ゴ
オ
ウ
と
言
う
。
牛
王
宝
印
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

半
紙
に
印
判
を
捺
す
の
は
ム
ラ
の
大
き
な
行
事
で
あ
る
。
福
井
県
大
飯
郡
大
飯
町
の

若
狭
大
島
の
各
ム
ラ
で
は
、
正
月
に
オ
コ
ナ
イ
が
行
わ
れ
る
が
、
そ
の
行
事
に
出
席

参
加
す
る
の
は
、
オ
モ
と
呼
ば
れ
る
ム
ラ
の
中
の
特
定
の
家
々
の
人
で
あ
る
。
オ
コ

ナ

イ
は
二
つ
の
大
き
な
仕
事
を
す
る
。
　
一
つ
は
勧
請
縄
を
な
っ
て
、
ム
ラ
の
入
口
に

吊
る
す
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
半
紙
に
印
判
を
捺
し
て
、
竹
串
に
挿
し
て
、
そ

れ
を

各
家

に
配

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
竹
串
に
挿
さ
れ
た
半
紙
は
ゴ
ガ
、
ミ
と
呼
ば
れ

て
、
各
家
で
は
正
月
の
十
一
日
に
自
分
の
家
の
田
圃
に
持
参
し
て
、
水
口
に
立
て
て

く
る
。
す
な
わ
ち
、
正
月
の
予
祝
儀
礼
な
の
で
あ
り
、
東
日
本
で
は
各
家
で
用
意
し

た
松
や
御
幣
を
立
て
て
い
る
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
。
農
業
生
産
は
各
家
で
経
営
さ

れ
、
生
産
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
点
で
は
近
畿
地
方
も
個
別
的
な
農
家
経
営
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
秋
の
豊
作
を
確
保
す
る
た
め
の
予
祝
儀
礼
も
各
家
毎
に
行
わ
れ

て

い

る
。
そ
の
点
で
は
東
西
と
も
同
じ
と
言
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
東
で
は
す
べ
て

が

個

別
の
家
で
行
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
西
で
は
個
別
の
家
の
予
祝
儀
礼
が
ム
ラ
の

年
頭
行
事
と
深
く
結
び
つ
い
て
お
り
、
ム
ラ
に
よ
っ
て
各
家
の
豊
作
も
保
証
さ
れ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
予
祝
儀
礼
は

家
単
位
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
が
深
く
村
落
レ
ベ
ル
の
年
中
行
事
と

結
び

つ
き
、
村
落
の
祭
祀
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
各
家
の
豊
作
が
保
証
さ
れ
る
近
畿
地

方
の
予
祝
儀
礼
の
特
質
は
盆
行
事
の
や
は
り
村
落
単
位
で
の
祖
霊
の
送
迎
に
対
応
す

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
家
完
結
に
よ
る
農
耕
儀
礼
と
の
相
違
は
大
い
に
注
目
さ
れ
る
点

で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
年
中
行
事
の
東
西
の
大
き
な
相
違
を
個
別
具
体
的
に
検
討
し

た

こ
と
に
な
ろ
う
。
最
も
家
単
位
に
執
行
さ
れ
る
民
俗
と
考
え
ら
れ
る
盆
行
事
と
予

祝
儀
礼
に
お
い
て
、
こ
れ
だ
け
の
対
比
的
相
違
が
確
認
で
き
た
こ
と
は
、
日
本
の
村

落
社
会
に
大
き
な
相
違
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
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六
　
伝
承
母
体

と
伝
承
地
域

　

日
本
の
中
央
部
に
お
け
る
民
俗
の
東
西
の
相
違
の
存
在
は
誰
も
が
了
解
す
る
と
こ

ろ

で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
を
大
き
な
地
域
差
と
し
て
確
認
す
る
こ
と
は
非
常
に

難

し
い
と
言
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
個
別
事
例
的
に
関
東
地
方
と
近
畿
地
方
の
任
意
の

村
落
を
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
年
中
行
事
を
対
比
さ
せ
れ
ば
、
相
違
は
明
ら
か

に
把
握
で

き
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
個
別
事
例
の
対
比
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
相
違
が

ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
か
は
個
別
事
例
の
分
析
の
み
か
ら
は
判
明
し
な
い
。
た
ま

た

ま
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
た
村
落
の
相
違
に
過
ぎ
ず
、
関
東
と
近
畿
と
い
う
広
域

的
な
分
布
と
そ
の
相
違
を
事
例
的
に
示
し
て
い
る
と
い
う
根
拠
は
乏
し
い
。
事
例
と

し
た
個
別
村
落
の
民
俗
の
対
比
研
究
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
村

落
限
り
の
固
有
の
あ
り
方
、
あ
る
い
は
条
件
の
相
違
で
あ
る
可
能
性
は
大
き
い
。

　
そ

こ
で
改
め
て
そ
の
可
能
性
を
考
え
て
よ
い
の
は
、
分
布
調
査
で
あ
り
、
要
素
主

義
的
広
域
調
査
で

あ
る
。
あ
る
姿
を
示
す
民
俗
が
全
く
同
一
の
あ
り
方
で
他
の
村
落

に
伝
承

さ
れ
、
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
な
い
。
担
い
手
も
、
行
わ
れ
る
時
期
も
、
そ

の

個
別
の

動
作
、
所
作
も
す
べ
て
同
じ
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
が
同
じ
と
認
識

で

き
る
の
は
、
何
か
を
捨
象
す
る
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
一
定
の
指
標
に
よ

っ

て

対
象
を
把
握
し
た
と
き
に
、
あ
る
社
会
の
民
俗
と
他
の
社
会
の
民
俗
が
同
じ
に

見

え
て
く
る
の
で
あ
る
。
分
布
論
が
あ
る
民
俗
を
特
定
の
地
方
に
広
が
っ
て
い
る
と

し
て
示
す
の
は
、
そ
の
よ
う
な
捨
象
を
へ
た
民
俗
の
類
似
性
に
注
目
し
た
も
の
で
あ

る
。
伝
承
地
域
と
い
う
用
語
は
、
こ
の
よ
う
な
限
定
さ
れ
た
共
通
性
に
基
づ
く
、
同

一
民

俗
の
分
布
地
域
を
示
す
用
語
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
民
俗
類
似
地
域
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　
従
来
の

民
俗
の
地
域
差
と
い
う
と
き
に
は
、
民
俗
の
行
為
内
容
に
お
け
る
共
通
性
、

類
似
性
に
視
点
を

置
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
年
中
行
事
に
つ
い
て
大
き
く
東
西
の
相

違
を

示

し
た
宮
本
常
一
も
、
行
事
の
形
式
に
お
け
る
共
通
性
と
相
違
を
指
摘
し
た
も

　
　
　
　
（
9
）

の

で

あ
っ
た
。
本
稿
で
注
目
し
た
の
は
、
民
俗
の
伝
承
母
体
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
な

民
俗
で
あ
っ
て
も
、
誰
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
か
に
注
目
す
る
こ
と
で
大
き
な
相

違

を
発
見
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
同
一
形
態
の
広
域
的
分
布
の
存
在
を
確
認

し
よ
う
と
し
た
。

　
す
で
に
別
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
の
中
央
部
の
村
落
社
会
は
同
じ
秩
序
の
社

会
で
は

な
く
、
東
の
関
東
地
方
は
家
を
単
位
と
し
、
家
を
強
調
す
る
の
に
対
し
て
、

西
の

近
畿
地
方
は
ム

ラ
を
強
調
す
る
社
会
で
あ
る
。
そ
れ
は
東
の
「
番
」
と
西
の

　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

「
衆
」
に
集
約
さ
れ
る
。
年
中
行
事
に
示
さ
れ
た
東
西
の
相
違
は
そ
の
村
落
社
会
の

社
会
秩
序
の
相
違
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
予
想
さ
れ
る
。
そ
こ
で
次
に
問
題
に
な

る
の
は
、
そ
の
社
会
秩
序
の
相
違
は
何
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
簡
単
に
時
間
軸
に
置
き
換
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

東
の
家
秩
序
優
先
の
文
化
が
古
く
、
西
の
ム
ラ
社
会
強
調
の
社
会
が
新
し
い
と
い
う

判
断

や
、
逆
に
西
の
あ
り
方
が
古
く
、
東
の
秩
序
は
そ
れ
が
解
体
し
て
出
現
し
た
新

し
い
も
の
と
す
る
理
解
は
、
そ
の
新
旧
の
判
断
の
根
拠
が
な
く
、
ま
た
ど
の
地
域
も

同
じ
歩
み
を
す
る
と
い
う
一
系
的
進
化
の
図
式
に
従
う
も
の
で
あ
る
。
個
別
の
地
域

が
個

性
を

持

ち
、
し
か
も
そ
れ
が
個
別
村
落
と
い
う
範
囲
に
限
定
さ
れ
ず
に
、
広
い

範
囲
に
お
い
て
共
通
性
を
帯
び
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
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伝
承
地
域

と
呼
ん
だ
広
域
的
な
民
俗
類
似
地
域
は
、
そ
の
背
後
に
共
通
の
歴
史
的
世

界
を

共
有
し
て
い
る
社
会
で
あ
る
と
予
想
で
き
る
。
伝
承
地
域
の
相
違
は
、
新
旧
に

置

き
換
え
る
こ
と
の
で
き
る
地
域
差
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
別
の
歴
史
を
展
開
し

て

き
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
年
中
行
事
に
表
現
さ
れ
る
家
と
ム
ラ
の
相
違
は
、

そ

れ
ぞ
れ
の

社
会
が

作
り
上
げ
て
き
た
歴
史
の
相
違
を
集
中
的
に
表
現
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

〔付
記
〕
　
本
稿
で
記
し
た
事
例
の
う
ち
特
に
出
典
を
明
記
し
て
い
な
い
の
は
、

し
く
は
筆
者
の
参
加
し
た
調
査
の
結
果
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

筆
者
個
人
も

註（
1
）
　
『
栃
木
県
史
・
史
料
編
近
世
三
』
八
一
五
～
八
二
八
頁
。

（
2
）
　
向
山
雅
重
『
信
濃
民
俗
記
』
一
九
六
八
年
、
三
九
二
～
四
一
〇
頁
。

（
3
）
　
東
京
女
子
大
学
民
俗
調
査
団
『
黒
保
根
村
清
水
の
民
俗
』
一
九
八
三
年
、
二
五
頁
。

（
4
）
　
坪
井
洋
文
『
イ
モ
と
日
本
人
』
一
九
七
九
年
。

（
5
）
　
柳
田
國
男
『
先
祖
の
話
』
一
九
四
六
年
（
ち
く
ま
文
庫
版
『
柳
田
國
男
全
集
』
第
一

　
　
三
巻
所
収
）
。

（
6
）
　
和
光
市
教
育
委
員
会
上
之
郷
・
半
三
池
歴
史
委
員
会
編
『
上
之
郷
・
半
三
池
く
ら
し

　
　
の
あ
ゆ
み
』
一
九
八
九
年
参
照
。

（
7
）
　
三
露
俊
男
「
八
日
市
市
寺
町
・
村
の
年
中
行
事
」
（
『
滋
賀
県
医
師
協
同
組
合
ニ
ュ
ー

　
　
ス
』
一
六
四
号
、
一
九
八
〇
年
）
参
照
。

（
8
）
　
取
手
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
取
手
市
史
』
民
俗
編
1
、
一
九
八
〇
年
、
一
八
〇
～

　
　
一
八
二
頁
。

（
9
）
　
宮
本
常
一
「
民
俗
か
ら
見
た
日
本
の
東
と
西
」
一
九
六
三
年
（
『
宮
本
常
一
著
作
集
』

　
　
第
三
巻
、
一
九
六
七
年
）
。

（
1
0
）
　
福
田
ア
ジ
オ
「
近
畿
地
方
村
落
の
民
俗
的
特
質
」
（
『
近
畿
地
方
村
落
の
民
俗
的
特
質

　
　
に
関
す
る
調
査
研
究
』
所
収
、
一
九
八
九
年
）
、
「
『
番
』
と
『
衆
』
」
（
『
可
能
性
と
し
て

　
　
の
ム

ラ
社
会
』
所
収
、
一
九
九
〇
年
）
。

　
　
　
　
　
（
新
潟
大
学
人
文
学
部
　
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
民
俗
研
究
部
併
任
）
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Area　of　Transmissioll　and　Regional　Variation　of　Folk　Customs

　　　　　　　　　　　　　　Comparison　of　Annual　Rites

　　　　　　　　　　　　　　　　in　Eastern　and　Western　Japan

FUKUTA　Azio

　　Conventional　Japanese　folklore　study　takes　the　stance　of　recognizing　history　in　the

regional　variation　of　folk　customs．　This　stance　should　be　still　respected　today．　However，

there　are　surely　all　kinds　of　possibilities　as　to　how　history　should　be　recognized　from

such　regional　variation．　Most　conventional　concepts　have　regarded　the　Japanese　Archi－

pelago　as　a　homogeneous　society，　considered　regional　variation　to　be　due　to　a　time　lag，

supposed　a　change　from　one　to　the　other，　and　described　the　process　of　change　as　occur．

ring　in　a　number　of　stages．　However，　it　has　long　been　doubted　that　Japanese　history

can　be　conceived　as　uniform　throughout　the　whole　Japanese　Archipelago．　In　particular，

it　is　not　meaningless　to　give　some　doubt　to　the　presumption　that　the　history　of　people’s

life　alld　cultuτe　forms　a　uniform　history　throughout　the　whole　Japanese　Archipelago．

We　need　to　consider　the　possibility　of　recognizing　other　histories　in　the　regional　vari．

　　サ
atlons．

　　In　this　paper，　the　author　takes　up　and　examines　the　differences　in　annual　rites　in　the

central　area　between　eastern　and　western　Japan．　He　makes　clear　the　fact　that　annual

rites　in　general　are　held　in　the　family　unit　in　the　Kant6　District，　and　in　the　village

unit　in　the　Kinki　District．　At　the　same　time，　the　author　compares　and　examines　the

rites　of　Boπand　8んδg砿sμ（New　Year），　which　are　most　strongly　considered　to　be　fam・

ily　events．　Results　show　clearly　that　the　units　of　family　and　village　are　carried　through

even　in　these　rites．

　　The　differences　of　family　and　village　as　shown　in　an皿al　rites　are　a　concentrated　ex．

pression　of　the　historical　di任erences　produced　by　each　society．　In　contrast　to　the　order

of‘‘友η”in　the　village　societies　of　the　Kant6　District，　the　order　of‘‘s妬”in　the　village

societies　of　the　Kinki　District　is　kept　on　the　annual　rites，　showing　that　each　district

has　developed　its　own　separate　history．
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