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忌
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性
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問
題
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タ
ナ
バ
タ
習
俗
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バ
タ
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俗
に
か
か
わ
る
禁
忌

結
　
　
語

タナバタ伝承の禁忌に見る地域性

論

文

要

旨

　
地
域
と
は
何
ら
か
の
同
質
性
を
も
っ
た
地
表
に
画
さ
れ
た
空
間
で
あ
る
。
そ
れ
は
多
様
な

性
格
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
単
一
な
も
の
に
よ
る
の
で
は
な
い
。
し
か
も
そ
れ
は
往
々

に

し
て
主
観
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
側
面
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
地
域
の
な
か

で

人
々
は
生
活
し
、
自
己
を
認
識
し
て
い
る
。
一
体
日
本
人
は
ど
の
よ
う
な
文
化
を
育
み
、

生
活
を

営
ん

で
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
こ
う
し
た
地
域
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も

見

出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
生
活
し
て
い
る
人
々
が
必
ず

し
も
認
識
は
し
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
地
域
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
な
ら
ば
、
日
本
の
伝
承
文
化
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
上
に
、
一
定
の
価
値
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ

う
し
た
観
点
か
ら
タ
ナ
バ
タ
伝
承
の
一
つ
で
あ
る
、
タ
ナ
バ
タ
の
日
（
七
月
七
日
或
は

八
月
七
日
）
に
畑
に
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
忌
と
す
る
伝
承
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
こ

れ
は

も
し
こ
の
日
に
畑
に
立
ち
入
る
と
何
か
災
難
が
及
ぶ
と
伝
え
る
も
の
で
、
そ
の
理
由
は

タ
ナ
バ
タ
様
な
ど
と
呼
ぶ
神
霊
的
な
存
在
が
そ
こ
に
い
る
か
ら
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
従
来
物
忌
み
的
性
格
を
示
す
伝
承
と
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
が
何
故
に
畑
を
対
象
と

す

る
か
と
い
う
点
は
明
確
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
習
俗
が
行
わ
れ
て
い
る
地
域

が
、
タ
ナ
パ
タ
に
初
物
を
供
え
る
地
域
と
、
こ
の
日
に
ま
こ
も
等
で
馬
を
作
っ
て
供
え
る
地

域
の
接
点
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
畑
作
の
収
穫
儀
礼
と
、
来
訪
神
の
信
仰
儀
礼
と
に
か

か
わ
っ

て

い

る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
伝
承
は
独
特
の
分
布
状
態
を
示
し
、
対
象
と
な
る
豆
畑
と
瓜
畑
と
の
組
み
合

わ
せ
に

よ
り
、
共
通
の
地
域
性
を
持
つ
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
半
夏
生
（
夏
至
か

ら
数
え
て
十
一
日
目
）
の
日
に
ね
ぎ
畑
に
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
忌
と
す
る
地
域
も
同
じ
地
域

で
あ
り
、
民
俗
文
化
の
上
で
独
自
の
地
域
性
を
も
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
特
有
な
文
化
の
存

在
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
地
域
は
他
に
も
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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一　

問
題
点
の
所
在

　
我
々
は
日
常
生
活
を
営
む
中
で
、
自
ら
の
位
置
を
示
し
た
り
、
認
識
し
た
り
、
あ

る
い
は
民
俗
文
化
の
あ
り
方
な
ど
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
地
域
と
の
か
か
わ
り
に
お
い

て

捉

え
よ
う
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。
い
さ
さ
か
誤
解
を
ま
ね
く
表
現
で
は
あ
る
が
中

央

と
地
方
と
か
、
西
日
本
と
東
日
本
な
ど
と
い
う
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
も
っ
と

小

さ
く
、
都
内
・
市
内
と
か
山
中
と
か
と
い
う
場
合
も
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
自

ら
地
域
差
と
地
域
性
と
い
う
も
の
を
認
め
て
い
る
。
地
域
差
は
比
較
す
る
地
域
間
に

お
け

る
何
ら
か
の
条
件
の
相
違
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
地
域
性
と
は
そ
の
地
域
に
お

け

る
性
格
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
性
格
と
は
そ
の
地
域
を
一
つ
の
ま
と

ま
り
あ
る
空
間
と
認
識
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
他
の
地
域

と
比
較
し
て
は
じ
め
て
そ
の
特
定
地
域
と
し
て
の
性
格
と
認
識
さ
れ
る
側
面
も
有
し

て

い

る
。
つ
ま
り
、
地
域
差
と
か
地
域
性
と
か
い
う
場
合
、
ま
ず
は
地
域
の
把
握
と

認
識

と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
そ

う
し
た
場
合
に
用
い
ら
れ
る
地
域
性
と
は
ど
の
よ
う
な
空
間
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は

ま
ず
は
地
表
に
示
さ
れ
る
一
定
区
域
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
一
定
区
域
内
に

お

い
て

は
何

ら
か
の
条
件
が
同
質
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ

は
自
然
的
条
件
、
例
え
ぽ
地
形
・
植
生
・
気
候
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
一
定
条
件
下

に
お

い
て

同
質
で
あ
っ
て
も
よ
い
。
山
地
・
竹
林
・
豪
雪
地
帯
な
ど
と
い
う
の
は
そ

れ
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
う
し
た
条
件
が
我
々
の
生
活
を
あ
る
程
度
規
制
し
、
そ
の

生
活
形
態
に

影
響
を

与

え
て
い
る
こ
と
も
多
い
。
そ
う
し
た
生
活
形
態
と
し
て
の
農

村
・
山
村
・
漁
村
な
ど
と
い
う
の
も
ま
た
あ
る
地
域
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ

は
生
業
の
条
件
を
ほ
ぼ
同
質
に
し
て
い
る
地
域
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
地
域
の
範
囲

は
大
小

様
々
で
あ
り
、
集
落
規
模
の
も
の
で
あ
っ
た
り
、
い
わ
ゆ
る
ム
ラ
の
範
囲
で

あ
っ
た
り
す
る
。
そ
し
て
更
に
広
く
行
政
的
な
区
画
を
基
準
に
し
た
地
域
と
い
う
も

の

も
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
単
に
机
上
で
考
え
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
現

実
に
生
活
し
て
い
る
人
々
が
認
識
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
と
も
か
く
、
　
一

定
の

条
件
下
に
お

い
て

性
格
が

同
質
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
地
表
に
示
さ
れ
た
一
定

区

域
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ

う
し
て
地
域
を
考
え
る
時
に
は
同
質
性
と
い
う
も
の
が
一
つ
の
目
安
に
な
る
わ

け
で
あ
る
が
、
そ
の
同
質
性
と
は
他
の
地
域
と
の
異
質
性
を
基
盤
と
し
て
い
る
。
だ

が
そ

れ
は
恒
常
的

な
存
在
で
は
な
い
。
時
代
的
な
変
化
の
中
に
お
い
て
流
動
す
る
も

の

で

あ
る
。
自
然
的
な
条
件
が
変
化
し
た
り
、
生
産
形
態
の
変
化
に
伴
い
、
生
活
様

式
が

変
わ
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
し
、
行
政
的
に
は
そ
の
境
界
線
は
し
ば
し

ぽ

ゆ
れ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
行
政
区
画
は
そ
の
ま
ま
全
て
の
地
域
的
特
色
、

つ

ま
り
は
同
質
性
を
有
す
る
も
の
で
は
な
く
、
異
質
性
を
際
立
た
せ
る
も
の
で
も
な

い
。
し
か
し
疑
い
も
な
く
行
政
区
画
も
ま
た
一
つ
の
地
域
を
形
成
し
て
い
る
。
同
質

性

も
異
質
性
も
行
政
と
い
う
政
治
的
性
格
の
基
に
別
の
意
味
の
同
質
性
を
有
す
る
の

で

あ
る
。
民
俗
学
の
対
象
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
生
活
文
化
、
民
俗
文
化
の
同
質

性

と
は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
人
々
は
そ
こ
に
何
ら
か
の
同
質
性
を
認
め
よ

う
と
す
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ぽ
地
域
と
は
非
常
に
主
観
的
な
側
面
を
有
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
そ
の
同
質
で
あ
る
こ
と
を
見
き
わ
め
る
基
準
は
一
定
で
は
な
い
。
そ

の

基
準
が

変
化
す
る
と
そ
の
地
域
は
ま
た
そ
れ
に
応
じ
て
変
化
す
る
の
で
あ
る
。

162



タナバタ伝承の禁忌に見る地域性

　
そ

う
し
た
一
種
あ
い
ま
い
な
空
間
を
見
出
す
こ
と
に
何
の
意
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
か
つ
て
伝
統
的
な
日
本
民
俗
学
の
研
究
法
の
一
つ
は
比
較
研
究
法
で
あ
っ
て
、

そ

れ

に

よ
り
地
域
差
を
見
出
し
、
そ
れ
は
ま
た
時
代
差
を
示
し
て
い
た
こ
と
は
既
に

　
　
　
　
　
　
（
1
）

指
摘

さ
れ
て
い
る
。
地
域
の
同
質
性
と
異
質
性
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
民
俗
文

化
の

変
遷
i
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
こ
の
場
合
の
民
俗

文
化
は
体
系
的
な
民
俗
文
化
で
は
な
く
、
民
俗
事
象
で
あ
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ

っ

た

が
、
も
ち
ろ
ん
し
か
し
地
域
を
区
画
し
、
そ
の
性
格
、
つ
ま
り
同
質
性
と
異
質

性

と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
そ
の
民
俗
文
化
の
中
に
お
い
て
自
ら
の
位
置
を
確
認

す

る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
自
ら
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
日
々
の
生

活
を
反
省
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
そ
し
て
日
本
の
民
俗
文
化
の

あ
り
方
を
知
る
こ
と
に
な
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
そ
う
し
た
時

に

問
題
に
な
る
の
は
行
政
区
画
に
基
づ
く
地
域
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
先

述

し
た
よ
う
に
行
政
的
区
画
が
全
く
意
味
を
持
た
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
し
、

現
実
の
生
活
の
上
で
は
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
道
路
一
本
隔
て
て
も
行
政
区

画
が

異

な
る
と
税
金
が
違
っ
て
く
る
こ
と
も
多
い
の
だ
か
ら
当
然
で
あ
る
。

　
そ

う
し
た
行
政
区
域
の
内
に
現
実
の
生
活
圏
が
含
み
込
ま
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、

そ

の

中
に
共
感
的
同
一
感
を
持
ち
得
る
一
地
域
も
存
在
す
る
し
、
違
和
感
を
覚
え
る

地
域
も
存
在
す
る
こ
と
は
我
々
の
よ
く
経
験
す
る
所
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
共
感
的

同
一
感
を
覚
え
る
地
域
が
一
つ
の
地
域
を
形
成
し
、
そ
こ
に
或
る
同
質
性
を
保
持
し

て

い

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
ら
を
含
む
民
俗
文
化
が
同
質
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い

る
。
こ
と
ぽ
使
い
で
あ
る
と
か
、
冠
婚
葬
祭
の
折
の
儀
礼
な
ど
が
同
一
で
あ
っ
て
、

し
か
も
他
の
地
域
と
相
違
す
る
こ
と
は
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
認
識
さ
れ
て

い

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
具
体
的
な
儀
礼
や
民
間
伝
承
の
内
容
に
よ
っ
て
地
域
が
確

定

さ
れ
る
だ
け
で
は
な
い
。
内
部
に
い
る
者
は
そ
の
地
域
を
ど
の
よ
う
な
地
域
と
感

じ
る
か
と
い
う
価
値
観
に
よ
っ
て
そ
の
地
域
の
範
囲
が
変
化
す
る
場
合
も
あ
る
。
例

え
ぽ
、
長
野
県
の
北
部
、
新
潟
県
に
通
ず
る
千
曲
川
流
域
を
中
心
と
し
て
奥
信
濃
と

呼
ば

れ

る
地
域
が
あ
る
が
、
こ
の
奥
と
い
う
こ
と
ば
の
持
つ
響
き
に
対
す
る
反
応
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

し
て
、
そ
の
地
域
は
ゆ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
要
す

る
に
地
域
区
画
は
ま
ず
そ
の
同
質
性
を
何
に
よ
っ
て
見
る
か
と
い
う
基
準
に

よ
っ
て
変
化
す
る
と
共
に
、
同
一
基
準
を
以
て
し
て
も
そ
こ
に
住
む
人
、
あ
る
い
は

そ

れ
を

見

る
人
に
よ
っ
て
も
一
様
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ら
は
多
分
に
主
観

的
な
性
格
も
有
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た
あ
い
ま
い
な
部
分
を
含

み

な
が
ら
も
現
実
に
は
地
域
の
同
質
性
を
認
め
、
地
域
を
意
識
し
て
い
る
場
合
も
多

い
。
そ
う
し
た
地
域
の
実
態
を
知
る
こ
と
は
人
々
の
認
識
と
民
俗
文
化
の
あ
り
方
を

理
解
す

る
上
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
と
共
に
、
普
段
あ
ま
り
意
識
し
て
は
い
な
い

け
れ
ど
、
実
際
に
は
地
域
と
呼
ぶ
こ
と
の
で
き
る
同
質
性
を
持
っ
た
区
画
を
明
ら
か

に
す

る
こ
と
も
ま
た
、
日
本
の
民
俗
文
化
の
あ
り
方
を
理
解
す
る
上
に
重
要
な
こ
と

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
そ

こ
で
、
従
来
あ
ま
り
と
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
タ
ナ
バ
タ
伝
承
の
禁
忌
を
と
り

あ
げ
て
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
地
域
性
が
見
出
せ
る
か
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。

ニ
　
タ
ナ
パ
タ
習
俗

タ
ナ
パ
タ
の
行
事
は
、
し
だ
い
に
す
た
れ
て
ゆ
く
伝
統
的
行
事
の
中
で
、
子
供
の
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行
事

と
し
て
幼
稚
園
教
育
に
と
り
込
ま
れ
た
り
、
都
市
的
社
会
に
お
け
る
観
光
行
事

に
変
貌
し
た
り
し
て
盛
大
に
な
っ
て
ゆ
く
傾
向
を
見
せ
て
い
る
数
少
な
い
行
事
の
一

つ
で

あ
る
。
こ
の
タ
ナ
バ
タ
行
事
と
い
う
の
は
旧
暦
七
月
七
日
（
ま
た
は
新
暦
七
月

七

日
や
八
月
七
日
）
に
行
わ
れ
る
行
事
で
あ
っ
て
、
こ
の
日
は
ま
た
ナ
ノ
カ
ボ
ソ
・

ナ

ノ
カ
ビ
な
ど
と
い
っ
て
盆
行
事
の
中
で
も
重
要
な
位
置
を
占
め
る
日
で
あ
っ
た
。

こ
の
日
は
墓
掃
除
を
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
仏
様
を
迎
え
る
重
要
な
日
で
も
あ
っ
た
。

つ

ま
り
盆
行
事
の
展
開
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
日
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
じ

日
に
行
わ
れ
る
行
事
が
タ
ナ
バ
タ
の
行
事
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
こ
の
行
事
は
盆
と

分
か
ち

が
た
く
結
び
つ
い
た
一
連
の
行
事
の
よ
う
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
タ
ナ
バ
タ
行
事
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
タ
ナ
バ
タ
竹
に
短
冊
を

下
げ
て

飾

る
行
事
の
み
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
現
在
で
は
タ
ナ
バ
タ
行
事
と

い

う
と
い
わ
ゆ
る
タ
ナ
バ
タ
飾
り
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
も
多
く
な
っ
た
が
、
当
然

タ
ナ
バ
タ
の
行
事
と
い
う
の
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
確
か
に
現
在
で
は
タ
ナ
バ
タ

飾
り
が
タ
ナ
バ
タ
の
行
事
の
最
大
の
も
の
で
あ
り
、
年
中
行
事
の
中
で
既
に
行
わ
れ

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
が
多
い
中
で
、
再
生
産
さ
れ
、
観
光
資
源
に
ま
で
な
っ

て

い

る
の
は
ひ
と
え
に
こ
の
タ
ナ
バ
タ
飾
り
の
華
や
か
さ
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ

し
て
こ
れ
は
近
世
に
お
い
て
寺
子
屋
な
ど
を
中
心
と
し
て
広
ま
り
、
七
夕
の
日
に

は
江
戸
の

町
に

も
タ
ナ
バ
タ
竹
が
立
て
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
現
在
に
お
い

て

は
、
保
育
園
・
幼
稚
園
・
小
学
校
な
ど
を
通
じ
て
、
子
供
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て

い

る
所
も
あ
る
し
、
新
た
に
持
ち
込
ま
れ
た
所
も
あ
る
。
だ
が
そ
う
し
た
中
に
お
い

て
、
現
在
で
も
タ
ナ
バ
タ
竹
を
立
て
な
い
と
い
う
所
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た

所
で

も
タ
ナ
バ
タ
に
か
か
わ
る
伝
承
が
存
在
し
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
単
に

タ
ナ
バ
タ
竹
を
立
て
な
い
と
い
う
だ
け
な
の
で
あ
る
。
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そ
う
す
る
と
タ
ナ
バ
タ
行
事
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
個
々
の
　
1

具
体
的
な

伝
承
を

指
す

と
い
う
よ
り
は
旧
暦
七
月
七
日
、
八
月
七
日
な
ど
に
行
わ
れ

る
行
事
そ
の
も
の
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
日
を
タ
ナ
バ
タ
と
呼

び
、
そ
こ
で
行
わ
れ
る
行
事
も
ま
た
タ
ナ
バ
タ
と
呼
ぽ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と

も
こ
の
日
に
は
先
述
し
た
よ
う
に
ナ
ノ
カ
ボ
ン
と
か
ナ
ノ
カ
ビ
と
か
と
呼
ば
れ
て
、

盆

と
明
確
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
行
事
も
あ
る
た
め
、
こ
の
日
に
行
わ
れ
る
行
事
の
一

切
を

タ
ナ
バ
タ
の
行
事
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
た
だ
、
こ
の
日
が
盆
行
事
の

一
環
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
タ
ナ
バ
タ
の
行
事
そ
れ
自
体
が
盆
と

結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
る
の
で
、
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
が
タ
ナ
バ
タ
の
行
事
で
、
ど

こ
か
ら
ど
こ
ま
で
が
盆
行
事
で
あ
る
と
明
確
に
分
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
そ
こ

で

と
り
あ
え
ず
こ
の
日
に
行
わ
れ
る
行
事
を
と
り
あ
げ
て
い
き
た
い
と
思
う
。
つ
ま

り
、
い
わ
ゆ
る
タ
ナ
バ
タ
行
事
も
盆
行
事
も
双
方
を
含
む
形
で
考
え
て
い
き
た
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
タ
ナ
バ
タ
の
日
に
行
わ
れ
る
行
事
は
、
萩
原
龍
夫
に
よ
る
と
、
伝
来
の

行
事
と
我
が
国
在
来
の
行
事
と
が
習
合
し
た
も
の
で
、
伝
来
の
習
俗
は
と
り
わ
け
貴

族
社
会
に
お

い
て

行
わ
れ
、
そ
れ
は
星
祭
り
と
技
芸
の
上
達
を
祈
る
乞
巧
奥
の
行
事

が

中
心
で
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
民
間
に
お
い
て
は
固
有
の
習
俗
と
し
て
盆
行
事

の

一
環

と
し
て
の
行
事
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
れ
は
盆
の
祖
霊
祭
の
前
段
階

の

行

事
で
あ
っ
て
そ
の
た
め
の
喫
と
し
て
水
に
か
か
わ
る
伝
承
が
あ
り
、
ま
た
タ
ナ

バ

タ
竹
も
精
霊
の
依
代
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
し
て

タ
ナ
バ
タ
の
日
に
は
雨
が
降
る
と
い
う
よ
う
な
雨
や
、
河
童
あ
る
い
は
水
神
に
か
か



タナバタ伝承の禁忌に見る地域性

わ

る
伝
承
も
星
祭
り
と
は
異
な
る
性
質
の
伝
承
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
れ

は

ど
う
や
ら
伝
来
の
習
俗
で
は
な
く
、
在
来
の
習
俗
で
あ
る
と
は
い
い
な
が
ら
盆
行

事
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
と
は
必
ず
し
も
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、

在
来
の
タ
ナ
パ
タ
伝
承
に
は
盆
行
事
と
は
直
接
か
か
わ
ら
な
い
性
格
を
持
っ
た
伝
承

も
ま
た
あ
る
と
い
う
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
伝
承
は
乾
燥
文
化
圏

の

も
の
に
つ
な
が
る
も
の
と
湿
潤
文
化
圏
に
つ
な
が
る
二
つ
の
異
質
な
伝
承
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

こ

と
を
『
日
本
民
俗
事
典
』
で
指
摘
し
て
い
る
。

　

つ
ま
り
タ
ナ
バ
タ
の
習
俗
に
は
い
く
つ
か
の
要
素
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
異
な
っ
た

文
化
の

存
在
を

背
景

に

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
和
歌
森
太
郎
は

「
七
夕

は
前
半
年
の
収
穫
祭
に
淵
源
し
て
成
立
し
、
た
ま
た
ま
こ

の

時
期
に

見
ら
れ
る
天
の
川
の
二
星
交
会
現
象
を
め
ぐ
る
浪
漫
謹
に
支
え
ら
れ
る
こ

と
に
よ
り
展
開
の
歩
み
を
ひ
ろ
め
、
土
地
に
応
じ
て
は
感
恩
よ
り
も
む
し
ろ
一
層
予

祝
的

な
農
耕
儀
礼
を
も
行
わ
せ
た
り
し
て
延
び
た
の
で
あ
る
」
「
（
笹
竹
の
飾
り
は
ー

引
用
者
）
む
し
ろ
中
元
行
事
の
前
提
が
一
部
と
し
て
必
然
的
に
祖
霊
迎
え
を
な
す
契

機
を
も
早
く
か
ら
含
ん
で
い
た
ら
し
い
七
夕
の
習
俗
の
う
ち
に
摂
取
さ
れ
た
の
で
あ

（
4
）

る
」
と
す
る
。
こ
こ
で
は
タ
ナ
バ
タ
習
俗
に
盆
の
祖
霊
迎
え
の
習
俗
及
び
星
の
伝
承

が
存
在
す

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
収
穫
感
謝
祭
と
習
合

し
た
も
の
で
あ
っ
て
本
来
は
畑
作
物
を
中
心
と
し
た
農
耕
儀
礼
が
基
底
に
存
在
し
て

い

る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
視
点
は
『
日
本
民
俗
事
典
』
の
萩
原
龍
夫
の
記

述
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
萩
原
龍
夫
が
全
く
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
か
つ
て

「
七

夕
行
事
の
意
味
」
に
お
い
て
農
耕
儀
礼
の
性
格
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を

　
　
　
　
　
（
5
）

予
想

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
タ
ナ
バ
タ
の
日
に
雨
が
降
る
、
も
し
く
は
雨
が
降
る
こ

と
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
習
俗
が
各
地
に
見
ら
れ
、
そ
れ
が
星
祭
り
と
は
異
な
る
習

俗
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
星
祭
り
と
か
か
わ
る
タ
ナ
パ

タ
竹
の
習
俗
が
雨
を
嫌
う
の
を
都
市
的
文
芸
的
な
も
の
と
し
、
タ
ナ
バ
タ
の
雨
に
作

物
の
実
り
を
見
る
習
俗
を
村
落
的
農
耕
儀
礼
的
な
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
う
し
た
農
耕
的
要
素
が
タ
ナ
パ
タ
の
習
俗
の
な
か
に
明
ら
か
に
認
め
ら
れ

る
こ
と
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
こ
う
し
た
も
の
に
注
目
す
る
必
要
を
力
説
し
た
の

で

あ
る
。
そ
れ
が
『
日
本
民
俗
事
典
』
に
お
い
て
は
表
面
的
に
は
少
な
く
と
も
そ
れ

ほ

ど
強
調
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
果
し
て
そ
う
し
た
予
想
が
後
に
は
あ
ま
り
十
分
で

な
い
こ
と
を
自
覚
し
た
た
め
か
、
そ
の
変
化
の
理
由
は
明
確
で
は
な
い
。

　
だ

が
、
タ
ナ
．
ハ
タ
習
俗
に
農
耕
儀
礼
的
な
要
素
は
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
田
中
宣
一
は
「
七
夕
祭
り
に
は
い
ろ
い
ろ
な
性
格
が
あ
る
。
各
地
の
事
例
を
分

析
し
、
錯
綜
し
て
い
る
七
夕
ま
つ
り
の
性
格
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
か

と
思
う
」
と
し
て
、
「
O
牽
牛
・
織
女
の
二
星
の
相
会
を
祝
う
も
の
。
⇔
技
芸
の
上

達
を

祈

る
も
の
。
⇔
農
耕
儀
礼
的
側
面
。
四
子
供
な
ど
に
よ
る
小
屋
行
事
。
㈲
水
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

よ
る
穣
れ
の
祓
除
」
の
五
つ
を
上
げ
て
い
る
。

　
確
か
に

タ
ナ
バ
タ
の
習
俗
は
多
く
の
要
素
が
錯
綜
し
て
お
り
、
複
雑
な
様
相
を
呈

し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
内
に
は
外
来
の
も
の
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は

時
代

と
社
会
の
変
化
の
中
で
様
々
に
交
流
し
て
き
た
。
そ
の
状
態
は
伝
承
地
ご
と
に

い
ろ

い
ろ

な
習
俗
と
し
て
み
ら
れ
る
。
従
っ
て
そ
う
し
た
伝
承
の
な
か
に
例
え
ぽ
田

中
が
指
摘
し
た
よ
う
な
五
つ
の
要
素
が
必
ず
含
ま
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
地
域
　
6
5

の

生
活

と
結
び
つ
い
て
そ
の
地
域
独
自
の
習
俗
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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試
み
に
長
野
県
の
事
例
を
見
て
み
よ
う
。

事
例
1

　
　
長
野
県
木

曽
郡
楢
川
村
川
入
　
　
八
月
七
日
　
七
夕
　
竹
に
短
冊
を
つ
け
て
庭

　
　
先
に
立
て

る
。
こ
の
日
は
、
洗
う
と
汚
れ
が
よ
く
落
ち
る
と
い
う
の
で
、
髪
・

　
　
枡
・
仏
様
の
道
具
を
洗
う
。
ま
た
、
畑
に
入
る
と
水
増
し
に
な
る
と
い
っ
て
瓜

　
　
畑

に
は

入

ら
な
い
。
昔
、
タ
ナ
バ
タ
様
が
二
人
で
瓜
畑
に
入
っ
た
と
き
に
、
瓜

　
　
の
水
で
二
人
が
流
さ
れ
た
。
一
人
が
「
月
に
一
度
」
と
い
っ
た
の
に
、
他
の
一

　
　
人
が

「
年
に

一
度
」
と
い
っ
た
。
二
人
は
違
う
岸
に
流
れ
つ
い
た
が
、
こ
れ
以

　
　
後
年
に

一
度

し
か
会
え
な
く
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。
ブ
ド
ウ
の
葉
に
、
米
の
粉

　
　
の
団
子
を
乗
せ
て
神
に
進
ぜ
る
。
こ
の
団
子
は
エ
・
ク
ル
ミ
な
ど
で
あ
え
て
作

　
　
る
。
墓
掃
除
を
す
る
（
羽
淵
）
。

　
　
墓
掃
除
を

し
、
仏
様
の
道
具
を
洗
い
、
枡
や
髪
を
洗
う
（
萱
ケ
平
）
。

　
　

タ
ナ
バ
タ
様
は
瓜
の
水
で
流
さ
れ
た
か
ら
と
て
、
瓜
畑
に
は
入
ら
な
い
。
ま
た
、

　
　
水
に
流

さ
れ
た
タ
ナ
バ
タ
様
に
着
物
を
一
日
貸
し
て
や
る
と
て
、
新
し
い
着
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
を

作
っ
て
も
ら
い
座
敷
に
吊
る
す
。
朝
飯
前
に
墓
掃
除
を
す
る
（
上
の
原
）
。

　

こ
う
し
た
事
例
を
見
る
と
、
こ
こ
に
は
様
々
な
要
素
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

そ

の

一
つ
は
盆
行
事
の
一
環
と
し
て
の
習
俗
で
あ
る
。
墓
掃
除
を
し
た
り
、
仏
具
な

ど
を
洗
っ
た
り
す
る
の
は
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
二
は
神
去
来
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ

る
。
米
の
粉
の
団
子
を
神
に
供
え
た
り
、
タ
ナ
バ
タ
様
に
着
物
を
貸
す
と
い
っ
た
り
、

あ
る
い
は
タ
ナ
バ
タ
様
が
畑
で
会
う
と
い
っ
た
り
、
こ
れ
ら
は
神
を
迎
え
て
祭
っ
た

り
、
あ
る
い
は
こ
の
時
に
訪
れ
た
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
す
伝
承
で
あ
る
と
い

っ

て

も
よ
い
。
そ
れ
は
同
時
に
畑
へ
入
ら
な
い
と
い
う
籠
り
、
多
分
は
忌
み
籠
り
の

性
格
を

伴

う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
考
え
方
を
そ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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確
か
に

こ
の
伝
承
は
畑
に
入
ら
な
い
で
籠
り
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
　
1

行
わ
せ

る
た
め
に
タ
ナ
バ
タ
様
が
登
場
し
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
か
ん
じ
ん
な

の

は
籠

り
で
あ
っ
て
、
タ
ナ
バ
タ
様
が
会
う
と
い
う
伝
承
で
は
な
い
と
い
う
と
ら
え

方
で

あ
る
。
し
か
し
、
籠
ら
せ
る
だ
け
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
他
に
も
い
ろ
い
ろ
の
理
由

を

考

え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
れ
が
畑
で
会
う
と
い
う
伝
承
に
な
っ
て
い
る
の
は

そ

れ

な
り
の
理
由
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か

く
と
し
て
、
確
か
に
籠
り
の
性
格
を
そ
こ
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
る
。
そ
し
て
何
者

か
の

来
訪
を

そ

の

背
後
に
想
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
伝
承
に
畑
に
入
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
禁
忌
を
伴
っ
て
い
る
。
こ
れ

が
第
三
の
要
素
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
と
全
く
無
関
係
と
は
考
え
ら
れ
な
い
伝
承
と

し
て
、
水
を
用
い
る
習
俗
が
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
第
四
の
要
素
と
し
て
抽
出
で
き
る

も
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
水
は
微
れ
を
落
と
す
た
め
の
水
で
あ
る
が
、
そ
の
稜
れ

は
仏
具
や
枡
ぽ

か

り
で
は
な
い
。
髪
を
も
洗
う
の
で
あ
る
。
髪
を
洗
う
と
は
身
体
を

洗

う
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
髪
の
汚
れ
を
洗
い
流
す
こ
と
は
し
た
が
っ
て
身
体
の
汚

れ
を

洗
い
流
す
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
こ
の
水
は
身
体
の
汚
れ
を
洗
い
流
し
祓
う
た

め
の

喫
ぎ
の
要
素
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
は
確
か
に
盆
に

迎

え
る
先
祖
祭
り
に
か
か
わ
る
性
格
と
し
て
の
側
面
が
あ
る
。
籠
り
も
、
喫
ぎ
も
祖

先

を
迎
え
る
た
め
の
準
備
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
日
に
墓
掃
除
を
す
る
の

は
言

う
ま
で
も
な
く
盆
の
準
備
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
盆
行
事
の
一
端
と
し
て
の
性

格
は
強
い
。
し
か
し
、
こ
の
日
に
去
来
す
る
神
は
何
か
、
祭
る
神
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

盆
に
迎
え

る
先
祖
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
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竹
に

短
冊
を

つ
け
て

立
て

る
の
も
勿
論
盆
の
行
事
と
は
一
致
し
な
い
。
も
っ
と
も

こ

こ
で
は
他
の
行
事
と
短
冊
を
竹
に
つ
け
て
飾
る
行
事
は
や
や
遊
離
し
て
い
る
よ
う

に
見

え
る
。
そ
の
性
格
は
明
確
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
具
体
的
な
タ
ナ
バ
タ

行
事
を

見
て

い

く
と
盆
行
事
と
の
関
連
と
は
異
な
る
要
素
の
存
在
に
注
目
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
何
も
木
曽
の
川
入
地
区
に
限
ら
な
い
。
長
野
県
内
の
タ
ナ
バ
タ
行

事
を

見
て
も
そ
う
し
た
傾
向
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
盆
行
事
と
の
か
か

わ

り
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
ナ
ノ
カ
ボ
ン
・
コ
ボ
ン
な
ど
と
呼
び
、
墓
掃
除
を
し

た

り
、
仏
迎
え
な
ど
を
す
る
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は

な
く
、
タ
ナ
バ
タ
様
を
祭
る
と
い
う
祭
り
の
要
素
が
強
く
、
着
物
を
貸
す
と
い
っ
て

供
え

た

り
、
野
菜
を
供
え
た
り
す
る
。
そ
れ
と
と
も
に
ネ
ン
ブ
リ
ナ
ガ
シ
と
い
っ
て

水
浴
び
を

す

る
所
も
多
く
、
喫
ぎ
と
も
考
え
ら
れ
る
習
俗
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

ま
た
、
子
供
た
ち
の
小
屋
行
事
も
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
伝
承
の
全
県

的
分
布
は
タ
ナ
バ
タ
行
事
の
多
様
な
要
素
が
特
定
地
域
に
の
み
見
ら
れ
る
も
の
で
は

な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

ま
た
萩
原
龍
夫
が
指
摘
し
た
タ
ナ
バ
タ
の
雨
の
伝
承
も
見
ら
れ
る
。
そ
の
タ
ナ
バ

タ
の
雨
に
つ
い
て
の
い
わ
れ
も
各
地
で
様
々
で
あ
っ
て
、
『
長
野
県
史
』
に
よ
れ
ぽ

も
・

方
が

い
方
　
、

　
　
盗

降
降

が

が

る
物
に

雨
雨
降
作
畑

　
　
＃
ロ

図1　七夕一いい伝え一

「
雨
が

降
る
と
天
の
川
が
あ
ふ
れ
て
彦
星
と
織
り
姫
が
逢
え
な
い
か

ら
か
わ
い
そ
う
だ
と
い
っ
た
り
、
道
が
ぬ
か
っ
て
織
り
姫
が
困
る
な

ど
と
い
っ
た
り
す
る
所
も
あ
る
。
逆
に
七
夕
に
晴
れ
る
と
二
つ
の
星

が
巡

り
合
っ
て
虫
が
わ
い
た
り
悪
い
病
が
は
や
る
、
雨
が
降
る
と
七

夕
様
が
逢
え
な
い
か
ら
悪
い
病
が
は
や
ら
な
い
、
だ
か
ら
七
夕
に
た

と
え
三
粒
で
も
雨
が
降
っ
た
ほ
う
が
い
い
な
ど
と
い
う
所
は
南
信
や

中
信
に
点
々
と
見
ら
れ
る
。
駒
ケ
根
市
中
沢
中
山
で
は
、
七
夕
に
少

し
で
も
雨
が
降
る
と
そ
の
雨
は
七
夕
様
の
た
ま
の
逢
瀬
を
喜
ぶ
雨
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

そ

の

年
は
水
不
足
に
な
ら
な
い
な
ど
と
い
っ
て
い
る
」
と
い
っ
て
そ

の

分
布
図
も
添
え
ら
れ
て
い
る
（
図
1
）
。
そ
れ
を
見
る
と
、
長
野

市
・
松
本
市
・
飯
田
市
・
上
田
市
な
ど
の
町
の
影
響
下
に
あ
る
と
思

わ
れ

る
よ
う
な
地
域
に
お
い
て
は
、
タ
ナ
バ
タ
に
は
雨
が
降
ら
な
い

ほ

う
が
よ
い
と
し
、
そ
の
他
の
い
わ
ゆ
る
村
落
的
な
と
こ
ろ
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
67

て

は

タ
ナ
バ
タ
に
雨
の
降
る
こ
と
を
肯
定
す
る
伝
承
が
多
い
よ
う
に
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思
わ
れ

る
。
こ
れ
も
ま
た
こ
と
に
よ
る
と
、
農
耕
作
業
と
深
く
結
び
つ
く
伝
承
で
あ

っ

た
か
も
し
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
「
北
佐
久
郡
望
月
町
茂
田
井
で
は
、
四
つ
（
午
前
十
時
）
前
に
は
う
り
畑
に

入
っ

て

は
い
け

な
い
。
な
ぜ
な
ら
う
り
畑
で
七
夕
様
が
裸
で
寝
て
い
る
か
ら
だ
と
い

っ

て

い

る
。
七
夕
の
日
に
畑
に
入
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
所
は
ほ
か
の
地
域
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

見

ら
れ
、
さ
さ
げ
畑
で
あ
っ
た
り
な
す
の
畑
で
あ
っ
た
り
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
」
と
い

う
指
摘
は
注
目
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
伝
承
は
農
耕
と
結
び
つ
く
も
の
で
あ

る
と
と
も
に
、
と
り
わ
け
畑
作
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
タ

ナ
．
ハ
タ
行
事
は
様
々
な
習
俗
を
含
み
、
そ
の
性
格
は
多
様
で
あ
り
、
そ
う
し
た
も
の

の

中
に
農
耕
儀
礼
と
か
か
わ
る
も
の
が
存
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

つ
い
て

は
先
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
の
農
耕
儀
礼
が
稲
作
に
か
か
わ
る
も
の

と
い
う
よ
り
、
畑
作
に
か
か
わ
る
儀
礼
と
し
て
の
性
格
が
濃
厚
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
は
タ
ナ
バ
タ
祭
り
の
と
き
に
用
い
ら
れ
る
供
え
物
な
ど
が
畑
作
物
で

あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
の
行
事
が
畑
作
物
と
か
か
わ
る
こ
と
が
よ
く
見
ら
れ
る
こ

と
な
ど
に
よ
っ
て
、
タ
ナ
バ
タ
行
事
の
な
か
に
畑
作
に
か
か
わ
る
性
格
を
見
よ
う
と

い
う
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
全
国
的
に
見
た
場
合
タ
ナ
バ
タ
の
習
俗
が
す
べ
て
畑
作
に
か
か
わ
る
と

い

う
こ
と
で
は
な
い
。
例
え
ぽ
次
の
よ
う
な
事
例
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

事
例
2

　
　

新
潟

県
北
蒲
原
郡
川
東
村
　
　
七
月
七
日
　
盆
の
ナ
ヌ
カ
ビ
　
盆
の
節
供
と
い

　
　

っ

て

餅
か
赤
飯
で
あ
る
。
三
光
で
は
六
日
の
夕
、
藁
馬
二
つ
を
作
り
出
格
子
の

　
　

上
に
飾

る
。
翌
朝
子
供
ら
は
草
刈
り
を
し
て
こ
の
馬
に
の
せ
て
歩
い
て
か
ら
、

馬

に
何
駄
も
実
る
よ
う
に
と
柿
の
木
の
下
に
吊
る
し
て
お
く
。
こ
の
馬
の
た
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
8

が

み
や
尾

は
、
サ
ナ
ブ
リ
に
夷
棚
に
供
え
た
苗
を
こ
の
と
き
に
下
ろ
し
て
使
う
　
ー

　
の
で
あ
る
。
部
落
に
よ
っ
て
は
七
日
に
先
祖
様
或
は
田
の
神
様
が
藁
馬
に
乗
っ

　
て
田
巡
り
を
さ
れ
る
と
い
う
し
、
ま
た
タ
ナ
．
ハ
タ
様
が
こ
の
馬
で
天
の
川
を
越

　
す

と
も
語
っ
て
い
る
。
虎
丸
で
は
精
霊
様
の
馬
と
い
い
仏
様
が
乗
っ
て
く
る
も

　
の

と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
日
は
物
洗
い
の
日
で
あ
り
、
七
日
早
朝
、
神
仏

　
の

器
物
が
洗
わ
れ
、
女
は
髪
毛
を
洗
う
。
陽
の
上
ら
ぬ
う
ち
に
ゲ
ン
ノ
シ
ョ
ウ

　
コ
、
ど
く
だ
み
等
も
と
ら
れ
る
。
そ
れ
か
ら
こ
の
日
は
タ
ナ
バ
タ
と
も
い
っ
て
、

　
青
竹
に
キ

リ
ハ
ギ
を
下
げ
て
縁
側
の
あ
た
り
に
立
て
翌
朝
川
に
流
す
。
以
前
七

　

日
の
夜
、
石
喜
と
羽
津
の
者
は
そ
れ
ぞ
れ
タ
イ
マ
ツ
を
竹
の
先
に
つ
け
て
村
を

　
廻

り
、
村
の
地
堺
で
出
会
い
相
争
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
争
い
に
負

　
け
る
と
作
が
悪
い
と
お
互
い
に
頑
張
り
あ
っ
た
。
こ
の
日
雨
三
粒
降
る
と
虫
に

　

な
っ
て
作
が
悪
い
。
七
日
の
月
明
か
り
に
針
の
み
ず
を
通
せ
ば
裁
縫
の
手
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
が

る
等
と
伝
え
て
い
る
。

事

例
3

　
大
分
県
連
見
郡
日
出
町
　
　
七
夕
の
天
気
が
雨
で
あ
れ
ぽ
豊
作
、
降
ら
ね
ぽ
凶

　
作
。
七
日
の
行
事
は
先
ず
朝
小
豆
饅
頭
を
作
っ
て
神
に
供
え
、
後
そ
れ
を
食
っ

　

て
、
衣
服
を
正
し
て
、
作
田
を
一
つ
一
つ
廻
っ
て
「
よ
く
出
来
ま
し
た
。
有
難

　
う
御
座
い
ま
す
」
と
ほ
め
る
。
各
神
社
の
曲
豆
穣
祈
願
の
御
札
を
竹
に
は
さ
ん
で

　

田
に
立
て
る
の
も
こ
の
日
で
あ
る
。
「
七
夕
様
は
作
神
様
だ
。
作
神
様
の
罰
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
当
た
る
と
御
飯
も
食
べ
ら
れ
な
い
目
に
逢
う
」

こ
う
し
た
例
を
見
る
と
、
タ
ナ
バ
タ
は
農
耕
儀
礼
、
し
か
も
水
田
稲
作
の
儀
礼
と
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深

く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
も
こ
う
し
た
習
俗
は

盆
の

習
俗
と
の
関
連
性
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
事
例
4

　
　
茨
城
県
竜
ケ
崎
市
馴
柴
地
区
　
　
（
盆
の
）
十
五
日
の
朝
、
こ
の
時
に
は
先
祖

　
　
に

田
畑
を
見
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
で
、
家
の
主
人
が
ゴ
ザ
を
着
て
、
杖
を
つ

　
　
き
十
三
日
に
お
寺
か
ら
も
ら
っ
た
経
木
の
仏
様
を
も
っ
て
自
分
の
家
の
田
畑
を

　
　
す
べ
て
ま
わ
る
。
そ
し
て
ま
わ
っ
た
田
畑
か
ら
稲
、
ナ
ス
、
キ
ュ
ウ
リ
、
ア
ワ

　
　

（
も
ち
粟
を
畝
で
二
、
三
本
つ
く
り
、
粟
餅
を
作
る
こ
と
は
あ
っ
た
と
い
う
）

　
　

な
ど
を
と
っ
て
く
る
。
ノ
マ
ワ
リ
は
朝
飯
前
に
行
い
、
帰
っ
て
か
ら
は
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
に

つ
い

た
餅
を
焼
い
て
供
え
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
タ
ナ
バ
タ
の
習
俗
は
盆
行
事
の
一
環
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
ま
た
農

耕
儀
礼

と
し
て
は
稲
作
と
も
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
こ
の

事
例

4
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
子
孫
の
生
活
を
見
守
る
先
祖
の
存
在
と
か
か
わ
り
、
そ

う
し
た
習
俗
の
類
似
か
ら
は
タ
ナ
バ
タ
様
と
先
祖
－
祖
霊
と
の
類
似
を
も
連
想
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

三
　

タ
ナ
バ
タ
習
俗
に
か
か
わ
る
禁
忌

　
こ

う
し
て
タ
ナ
バ
タ
の
習
俗
を
見
て
い
く
と
、
稲
作
儀
礼
に
か
か
わ
る
も
の
の
な

か
に
畑

作
儀
礼
と
も
思
わ
れ
る
習
俗
が
あ
り
、
そ
う
し
た
習
俗
は
ま
ず
供
物
の
中
に

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
事

例
5

　
　

岡
山
県
川
上
郡
備
中
町
　
　
タ
ナ
バ
タ
　
七
月
六
日
の
午
後
準
備
し
、
晩
か
ら

　
　
七

日
の
昼
頃
ま
で
お
ま
つ
り
し
、
七
日
の
晩
に
は
流
す
と
こ
ろ
が
多
い
。
六
日

　
　
の

朝
、
里
芋
の
葉
に
た
ま
っ
た
露
を
た
め
て
、
そ
の
水
で
墨
を
磨
り
短
冊
を
書

　
　
く
。
昼
か
ら
青
竹
を
二
本
切
っ
て
き
て
、
色
紙
を
短
冊
に
切
っ
た
も
の
に
天
の

　
　

川
・
乙
姫
様
あ
る
い
は
和
歌
、
自
分
の
願
い
事
を
書
い
て
笹
に
つ
け
る
。
そ
し

　
　
て

夕

方
立
て

る
の
だ
が
、
大
方
は
二
本
立
て
る
。
お
供
え
は
縁
側
や
か
ど
は
な

　
　
に

出
し
た
机
の
上
に
キ
ュ
ウ
リ
の
馬
・
ナ
ス
の
牛
・
ミ
ョ
ウ
ガ
の
鶏
な
ど
の
外

　
　
オ

コ

ワ
・
オ
ハ
ギ
（
ボ
タ
餅
）
・
カ
シ
ワ
ダ
ン
ゴ
・
手
ウ
チ
ウ
ド
ン
そ
れ
に
ヒ

　
　

カ
リ
（
灯
明
）
や
お
酒
を
あ
げ
る
。
立
て
た
二
本
の
竹
の
あ
い
だ
に
わ
た
し
た

　
　
竹
に

も
、
粟
・
キ
ビ
・
柿
・
栗
な
ど
、
ナ
ン
バ
（
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
）
・
ナ
ス
の

　
　
牛
・
キ
ュ
ウ
リ
の
馬
・
ミ
ョ
ウ
ガ
の
鶏
な
ど
の
他
ホ
ウ
ズ
キ
・
ヵ
キ
を
枝
ご
と

　
　
吊
り
下
げ
て
供
え
る
。
流
し
に
い
く
の
は
子
供
の
役
で
あ
る
が
大
人
が
手
伝
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
て

や

り
、
子
供
が
お
供
え
を
い
た
だ
く
。

　

こ
う
し
て
用
い
ら
れ
る
畑
作
物
が
初
物
で
あ
っ
た
り
す
る
と
、
そ
れ
は
ま
ず
収
穫

儀
礼
に

か
か
わ

る
も
の
で
は
な
い
か
な
ど
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
タ
ナ
バ
タ
の
日

に
初
物
を
供
え
る
習
俗
は
九
州
南
部
及
び
東
北
と
近
畿
地
方
に
は
希
薄
で
あ
る
が
、

か

な
り
広
い
地
域
に
わ
た
っ
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
（
図
2
）
。
そ
れ
は
見
方
に
よ
っ

て

は

あ
る
意
味
で
周
圏
的
な
分
布
を
な
し
て
い
る
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ

は

と
も
か
く
、
確
か
に
単
に
畑
作
物
を
用
い
る
か
ら
そ
れ
が
畑
作
儀
礼
で
あ
る
と
考

え
る
の
は
短
絡
的
か
も
し
れ
な
い
。
稲
作
儀
礼
の
体
系
の
上
に
重
な
っ
た
り
、
借
り

た

り
し
た
だ
け
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
本
来
の
意
味
か
ら
い
え
ば
、
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図2　タナ・ミタに初物を供える

予
祝
、
収
穫
あ
る
い
は
そ
の
間
に
あ
る
祓
除
な
ど
の
各
儀
礼
、
そ
れ
が
稲
作
と
非
常

に

強
く
結
び
つ
い
て
い
る
な
ら
、
畑
作
儀
礼
に
も
同
じ
よ
う
な
体
系
を
見
よ
う
と
す

る
の
は
、
稲
作
儀
礼
を
畑
作
儀
礼
に
借
り
て
き
た
だ
け
の
も
の
で
、
そ
れ
以
上
の
何

物
で

も
な
い
。
特
に
日
本
文
化
の
上
に
果
た
す
稲
作
文
化
の
比
重
が
重
け
れ
ば
重
い

ほ

ど
、
畑
作
儀
礼
が
そ
れ
を
真
似
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
畑
で
行
う
儀
礼
、
畑
作
物
を
用
い
る
儀
礼
、
及

び
そ

う
し
た
も
の
と
か
か
わ
ら
せ
て
説
明
し
、
執
行
さ
れ
る
も
の
を
畑
作
儀
礼
と
見

て

お

く
こ
と
に
す
る
。
そ
こ
に
独
自
の
体
系
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て

は
、
一
応
お
い
て
お
き
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
独
自
の
畑
作
儀
礼
の
体
系
と
い
う
も

の

の
存
在
が

現
在
の
段
階
に
お
い
て
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ

は

明
ら
か
に
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
問
題
で
は
あ
る
が
、
当
面
そ
の
体
系
を
明
ら
か

に
す

る
こ
と
が
目
的
で
は
な
い
。
畑
に
重
点
を
お
き
、
そ
れ
を
対
象
に
し
た
儀
礼
が

存
在

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
れ
ば
足
り
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味

で
は
確
か
に

タ
ナ
バ
タ
に
お
い
て
は
畑
作
儀
礼
の
存
在
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
畑
作
の
収
穫
儀
礼
と
で
も
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
儀
礼
で
あ
っ

た
。
こ
う
し
た
儀
礼
の
存
在
は
、
前
述
し
た
和
歌
森
太
郎
の
見
解
に
お
い
て
も
指
摘

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
タ
ナ
バ
タ
の
習
俗
に
お
い
て
は
、
収
穫
儀
礼
的
な
性

格
を

伴

う
も
の
だ
け
で
は
な
い
。
畑
に
か
か
わ
る
禁
忌
を
伴
う
伝
承
が
あ
る
。

　
事
例
6

　
　
長
野
県
小
県
郡
真
田
町
　
　
七
夕
　
七
日
の
朝
は
で
き
る
だ
け
早
く
起
き
て
水

　
　
を

あ
び
た
。
七
回
水
を
浴
び
る
と
風
邪
を
引
か
な
い
と
か
、
一
年
中
早
起
き
に

　
　

な
る
と
か
い
っ
た
。
こ
の
朝
瓜
畑
や
さ
さ
ぎ
畑
に
入
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
わ
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れ

た
。
七
夕
様
が
来
て
い
る
か
ら
、
七
夕
様
に
は
新
し
く
作
っ
た
着
物
を
吊
る

　
　

し
て
供
え
た
。
こ
れ
は
七
日
朝
早
く
七
夕
様
が
水
浴
び
を
し
て
い
る
と
着
物
を

　
　

盗

ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
困
っ
て
さ
さ
ぎ
畑
（
瓜
畑
と
も
）
に
入
っ
て
か
く

　
　

れ
て

い

る
の
で
、
着
物
を
貸
す
の
で
あ
る
と
。
か
く
す
る
と
そ
の
年
は
よ
い
着

　
　
物
を

多
く
着
ら
れ
る
と
い
う
。
水
を
浴
び
る
こ
と
を
、
お
ね
ん
ぶ
り
を
流
す
と

　
　
　
（
1
4
）

　

　

い

っ
た
。

　

こ
う
し
た
禁
忌
を
伴
う
伝
承
が
、
タ
ナ
バ
タ
習
俗
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ

け

ら
れ
る
の
か
、
従
来
全
く
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
タ
ナ
バ
タ
の

日
に
畑
に
入
る
こ
と
を
禁
ず
る
伝
承
を
タ
ナ
バ
タ
習
俗
の
な
か
に
お
い
て
取
り
上
げ

よ
う
と
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
当
然
畑
作
儀
礼
が
年
中
行
事
の
な
か
に

ど
の
よ
う
に
存
在
し
体
系
立
て
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
よ
う
な
問
題
も
十
分
に
は
検

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

討
さ
れ
て
い
な
い
。
わ
ず
か
に
坪
井
洋
文
が
『
イ
モ
と
日
本
人
』
『
稲
を
選
ん
だ
日
本

（
1
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

人
』
を
、
白
石
昭
臣
が
『
畑
作
の
民
俗
』
な
ど
を
ま
と
め
て
い
る
く
ら
い
の
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

あ
る
。
も
っ
と
も
、
古
く
早
川
孝
太
郎
は
『
農
と
祭
』
に
お
い
て
麦
を
中
心
と
し
た

畑
作
物
の
収
穫
儀
礼
の

性
格
を

盆
行
事
の
な
か
に
見
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て

い

る
。
し
か
し
農
耕
儀
礼
に
お
い
て
は
そ
の
中
心
は
稲
作
儀
礼
で
あ
っ
た
し
、
畑
作

儀
礼

と
呼
べ
る
も
の
と
し
て
と
り
わ
け
目
に
つ
く
収
穫
儀
礼
と
思
わ
れ
る
も
の
を
中

心

と
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
は
年
中
行
事
の
な
か
に
お
い
て
目
に
つ
く
も
の

を

恣
意
的
に
取
り
上
げ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
タ
ナ
バ
タ
習
俗
に

お

い

て
、
そ
の
儀
礼
と
も
本
格
的
に
か
か
わ
る
わ
け
で
も
な
く
、
耕
作
と
も
か
か
わ

る
も
の
で
は
な
い
禁
忌
は
、
そ
れ
ほ
ど
注
目
を
浴
び
る
性
格
を
も
っ
て
は
い
な
か
っ

た
の

で
あ
る
。

　

し
か
し
、
タ
ナ
バ
タ
の
日
に
こ
う
し
た
禁
忌
を
伝
え
る
所
は
そ
れ
ほ
ど
珍
し
い
と

い

う
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

事
例
7

　

群
馬

県
佐
波
郡
境
町
で
は
、
七
夕
の
日
に
は
四
つ
前
（
午
前
十
時
）
ま
で
は
メ

　

　
ズ
ラ
畑
に
入
っ
て
は
い
け
な
い
。
メ
ズ
ラ
畑
に
は
天
か
ら
お
姫
様
が
下
り
て
き

　
　
て
七
夕
様
と
会
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
邪
魔
に
な
る
か
ら
だ
と
い
う
。
同
町
伊

　

与
久
で

は
七

夕
様
が
夫
婦
の
契
り
を
す
る
の
で
、
そ
の
邪
魔
に
な
る
か
ら
四
つ

　

前
に

は

メ
ズ
ラ
畑
に
入
っ
て
は
い
け
な
い
。
も
し
入
る
と
病
気
に
な
る
と
伝
え

　

て

い

る
。
吾
妻
郡
六
合
村
で
は
七
夕
の
日
に
は
七
夕
様
が
畑
で
会
議
を
し
て
い

　

る
の
で
、
そ
の
邪
魔
に
な
る
か
ら
、
ウ
リ
も
ぎ
や
ウ
ル
ウ
（
イ
ン
ゲ
ン
）
も
ぎ

　

に
入
っ

て

は

な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
多
野
郡
吉
井
町
で
は
、
ナ
ス
畑
に
入
っ

　

て

は

い

け
な
い
と
伝
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
禁
忌
は
県
内
全
体
に
及
ん
で
い
る
。

　

事
例
が

多
い
点
で
は
、
サ
サ
ゲ
畑
が
目
立
つ
。
新
田
郡
藪
塚
本
町
で
は
「
七
日

　

の

日
は
厄
病
神
が
厄
病
を
し
ょ
っ
て
く
る
の
で
、
朝
刈
り
に
も
行
か
な
か
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　

た
」
と
か
、
「
こ
の
日
に
仕
事
を
す
る
と
病
気
に
な
る
」
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

事
例
8

　

千
葉
県
海
上
郡
　
　
七
夕
　
牽
牛
織
女
の
二
星
が
さ
さ
げ
畑
で
逢
ふ
と
て
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　

の

日
は
そ
の
畑
に
入
ら
な
い
。

事
例
9

　

栃

木
県
安
蘇
郡
田
沼
町
旧
野
上
村
　
　
七
夕
の
朝
　
メ
ズ
ラ
エ
ン
ゲ
ン
を
と
り

　

に
畑

に
行

く
と
、
女
な
ら
美
男
が
、
男
な
ら
美
女
が
出
る
と
い
う
。
し
か
し
、

　

敢
え

て

行

く
と
気
が
変
に
な
る
と
い
う
。
ま
た
十
時
前
に
そ
う
め
ん
を
食
べ
る
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（
2
1
）

　
　
と
風
邪
を
引
か
な
い
と
い
う
。

事
例
10

　

埼
玉
県
本
庄
市
　
　
七
夕
　
四
つ
前
（
十
時
前
）
に
は
、
メ
ズ
ラ
畑
に
入
る
も

　
　
の

で
は

な
い
。
メ
ズ
ラ
畑
で
は
牽
牛
織
女
の
二
人
が
密
会
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　

こ
の
日
は
、
雨
が
三
粒
で
も
降
れ
ば
よ
い
と
い
う
。
雨
が
降
れ
ば
二
人
が
会
え

　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
　
ぬ
か
ら
で
あ
る
。

事
例
1
1

　
　
東
京
都
武
蔵
野
　
　
八
月
七
日
　
七
夕
　
こ
の
日
に
隠
元
・
小
豆
・
大
角
豆
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
　
ど
の
畑
に
入
る
と
病
気
に
な
る
と
伝
え
て
い
る
。

事
例
1
2

　
　
神
奈
川
県
高
座
郡
大
沢
村
大
島
　
　
七
日
日
　
八
月
七
日
　
す
な
わ
ち
七
夕
の

　
　
最
後
の
日
で
二
つ
星
様
が
み
ず
ら
（
さ
さ
げ
）
畑
で
出
会
う
か
ら
畑
に
行
か
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
　
並
び

に
七
夕
竹
を

流
す
日
で
あ
る
。

　
事
例
13

　
　
愛
知
県
東
加
茂
郡
下
山
村
　
　
七
夕
　
七
日
の
朝
は
さ
さ
げ
の
畑
へ
入
っ
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
　
い
け

な
い
。
七
夕
さ
ん
が
お
ら
れ
る
か
ら
。

　
管
見
の
限
り
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
一
都
七
県
に
し
か
見
ら
れ
な
い
の
で
は
あ
る

が
、
こ
の
地
域
に
お
い
て
は
か
な
り
濃
厚
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
う

し
た
耕
地
に
入
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
は
、
畑
だ
け
で
は
な
く
、
田
で
あ
る

こ

と
も
あ
る
。

　
事
例
14

　
　
静

岡
県
磐
田
市
向
笠
　
　
七
日
は
七
夕
様
が
田
を
見
回
っ
て
歩
く
日
で
、
つ
ま

　

つ

い
て

転
ぶ
と
い
け
な
い
か
ら
六
日
の
晩
方
の
う
ち
に
田
の
草
を
取
っ
て
お
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
2

　
　
よ
う
に
と
の
言
い
伝
え
が
あ
っ
た
。
ま
た
こ
こ
で
は
田
の
草
取
り
の
際
、
稲
に
　
ー

　

　
ブ
イ
リ
の
入
っ
た
（
葉
が
白
く
な
っ
た
よ
う
な
稲
）
の
が
見
つ
か
る
と
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
　
は

「
七
夕

苗
」
だ
と
言
っ
て
大
事
に
扱
う
風
習
も
あ
っ
た
。

事
例
1
5

　
　
静

岡
県
榛
原
郡
相
良
町
旧
地
頭
方
村
　
　
七
日
の
日
は
仕
事
で
田
に
は
入
っ
て

　
　
は

い

け
な
い
と
い
っ
た
。
七
夕
様
が
田
の
畦
を
歩
く
か
ら
だ
と
い
う
。
だ
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
　
八
月
六
日
ま
で
に
田
の
畦
草
を
刈
っ
て
お
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
だ
と
い
う
。

　
事
例
1
6

　
　
愛
媛
県
喜
多
郡
河
辺
村
　
　
長
崎
で
は
七
夕
に
田
の
中
に
入
っ
て
稲
の
先
で
目

　
　
を

突

く
と
目
が
見
え
な
く
な
る
と
い
う
の
で
七
夕
に
は
田
に
入
る
も
の
で
は
な

　
　
　
　
（
2
8
）

　
　
ヘ
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　

　
　
し
と
し
う

　
た

だ
、
こ
う
し
た
田
に
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
伝
承
は
希
薄
で
あ
る
。
そ
し
て
畑

に
入

る
こ
と
を
禁
止
す
る
地
域
と
は
重
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
も
、
愛
媛
県
の
事
例

は

か

な
り
と
び
離
れ
て
お
り
、
孤
立
し
た
状
態
で
あ
る
。
た
だ
静
岡
県
は
、
畑
に
入

る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
地
域
で
あ
る
神
奈
川
県
と
愛
知
県
に
挟
ま
れ
た
所
に
位
置

し
て
い
る
（
図
3
）
。

　
そ

の

静
岡
県
に
は
畑
に
入
る
こ
と
を
禁
忌
と
す
る
事
例
は
い
ま
だ
管
見
に
入
っ
て

い

な
い
。
し
か
し
事
例
1
4
・
1
5
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
こ
の
日
タ
ナ
バ
タ
様
が
田
畑
の

見
回
り
を
し
て
歩
く
と
い
っ
た
伝
承
が
あ
り
、
そ
の
タ
ナ
バ
タ
様
は
タ
ナ
バ
タ
の
オ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

パ

ア

サ
ン

と
も
い
い
、
田
の
神
様
で
も
あ
る
と
い
う
か
ら
、
稲
作
と
結
び
つ
け
て
考

え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
静
岡
市
井
川
の
田
代
な
ど
で
は
こ
の
日
を
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図3　タナバタの禁忌

「
女
の
バ
ラ
ホ
リ
マ
ツ
リ
」
と
い
っ
て
女
性
の
手
休
め
の
日
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ

は

女
は

毎
日
畑
で
草
刈
り
を
し
て
ト
ゲ
が
さ
さ
る
か
ら
、
そ
の
ト
ゲ
を
抜
く
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

作
ら
れ
た
日
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
要
は
こ
の
日
は
休
み
で
畑
作
業
を
行

わ

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
消
極
的
で
は
あ
る
が
、
畑
に
入
る
こ
と
を
止
め
ら
れ

て

い

る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
静
岡
も
ま
た
畑
に
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
習
俗
の

痕
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
か
く
、

中
部
地
方
か
ら
関
東
地
方
に
か
け
て
、
タ
ナ
バ
タ
の
日
の
禁
忌
と
し
て
畑
に
入
ら
な

い

と
い
う
習
俗
が
見
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
そ

れ

で
は
立
ち

入

り
を
禁
止
さ
れ
る
畑
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
例
え
ば
長
野
県
に
お
け
る
そ
う
し
た
伝
承
の
事
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

　
事
例
1
7

　
　
長
野
県
南
安
曇
郡
　
　
七
夕

　
　
・
七
夕
様
は
七
つ
時
か
ら
さ
さ
げ
畠
へ
下
り
て
逢
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
ら
、

　
　
　
七

つ
時
後
に
は
さ
さ
げ
畠
へ
入
っ
て
は
な
ら
ぬ
。

　

　
・
こ
の
日
は
野
菜
畑
へ
入
っ
て
は
な
ら
ぬ
。

　
　
・
こ
の
日
野
菜
畑
に
入
る
と
野
菜
に
虫
が
つ
く
。

　

　
・
こ
の
日
夕
顔
畑
に
入
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
こ
の
日
は
七
夕
様
が
夕
顔
畑
に
入
っ

　
　
　
て

居

ら
れ
る
か
ら
人
が
入
る
と
身
が
と
け
て
し
ま
ふ
。

　

　
・
こ
の
日
は
一
日
中
畠
に
入
っ
て
は
な
ら
ぬ
。

　
　
・
こ
の
日
は
昼
前
は
畑
に
入
っ
て
は
な
ら
ぬ
。

　　
．
．
」
の
，
は
四
2
削
蔓
物
の
畠
に
入
っ
て
は
誌
ぬ
．
四
2
則
に
白
三
入
る
m

　
　
　
と
、
草
が
生
え
る
、
虫
が
つ
く
、
足
を
い
た
め
る
。
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事
例
1
8

　
　
長
野
県
東
筑
摩
郡
　
　
七
夕

　
　
・
た
な
ぽ
た
の
日
十
時
半
こ
ろ
に
は
さ
さ
げ
畑
で
た
な
ば
た
様
が
逢
っ
て
い
る

　
　
　
か
ら
入
ら
な
い
（
片
丘
・
芳
川
）
。

　
　
・
ウ
リ
畑
で
た
な
ぽ
た
様
は
夫
婦
に
な
る
か
ら
入
っ
て
は
い
け
な
い
。

　
　
・
暗
い
う
ち
か
ら
野
菜
畑
へ
入
る
と
野
菜
が
枯
れ
る
（
入
山
辺
）
。

　
　
・
七
日
朝
畑
へ
入
っ
て
露
を
落
と
し
て
は
い
け
な
い
し
、
四
つ
（
午
前
十
時
）

　
　
　
前
に
入

る
と
雨
が
降
る
（
中
川
）
。

　
　
・
朝
早
く
さ
さ
げ
畑
へ
行
け
ぽ
た
な
ぼ
た
様
に
逢
え
る
（
岡
田
）
。

　

　
・
た
な
ぽ
た
様
に
逢
え
ぽ
子
供
が
で
き
る
。
そ
れ
は
厄
病
神
で
厄
病
が
は
や
る

　
　
　
　
（
3
2
）

　
　
　
（
今
井
）
。

　

こ
う
し
て
畑
の
種
類
は
多
様
な
の
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
広
く
見
ら
れ
る
の
が
豆

畑
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
の
豆
の
中
で
も
目
立
つ
の
が
、
メ
ズ
ラ
畑
と
サ
サ
ゲ
畑
で
あ

る
（
図
4
）
。
　
つ
ま
り
、
豆
畑
と
い
っ
て
い
る
所
は
畑
入
り
の
禁
忌
を
伝
承
す
る
地

域

と
ほ
ぼ
同
様
の
地
域
で
あ
り
、
サ
サ
ゲ
畑
と
す
る
所
が
多
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し

た

中
で
群
馬
県
を
中
心
と
し
て
栃
木
県
・
埼
玉
県
に
メ
ズ
ラ
畑
の
伝
承
が
及
ん
で
い

る
。
見
方
に
よ
っ
て
は
豆
畑
へ
立
ち
入
り
を
禁
ぜ
ら
れ
る
地
域
の
中
心
に
メ
ズ
ラ
畑

の

地
域
が

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
豆
の
種
類
に
も
よ
る
の

で

あ
ろ
う
。
こ
の
ほ
か
金
時
豆
畑
・
小
豆
畑
・
フ
ロ
ー
畑
（
イ
ン
ゲ
ン
畑
）
な
ど
が

あ
り
、
そ
の
土
地
土
地
で
多
少
の
変
化
が
あ
る
。
ち
な
み
に
フ
ロ
ー
畑
と
す
る
の
は

群
馬
県
下
で
あ
る
。

　
豆
畑
以
外

に
は
瓜
畑
に
入
る
こ
と
を
禁
忌
と
す
る
伝
承
が
あ
る
。

図4　立ち入りを禁止される豆畑
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事
例
1
9

　
　
長
野
県
下
伊
那
郡
松
川
町
旧
生
田
村
　
　
七
夕
　
昔
、
彦
星
は
織
姫
の
言
い
つ

　
　
け

で
瓜
畑
の

見
張
り
番
を
し
て
い
た
が
、
瓜
を
食
べ
た
く
な
り
、
　
一
つ
取
っ
て

　
　
食
べ
た
ら
、
水
が
出
て
流
さ
れ
た
。
そ
こ
で
こ
の
日
は
瓜
畑
に
入
ら
ぬ
と
い
う

　
　
　
　
　
（
3
3
）

　
　

話
も
あ
る
。

　
事
例
20

　
　
群
馬
県
碓
氷
郡
松
井
田

町
　
　
七
夕
　
七
夕
の
飾
り
は
川
へ
流
す
人
も
い
る
が
、

　
　
大
根
畑

に
立
て

る
と
虫
が
つ
か
な
い
。
こ
の
日
は
キ
ュ
ウ
リ
畑
に
入
っ
て
は
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

　
　
け

な
い
と
い
わ
れ
、
も
し
入
る
と
大
水
が
出
て
水
害
が
起
こ
る
と
い
う
（
狐
萱
）
。

　

こ
う
し
た
瓜
畑
に
対
す
る
禁
忌
は
豆
畑
に
対
す
る
禁
忌
の
地
域
と
比
べ
る
と
、
か

な
り
異
な
っ
た
分
布
を
示
す
（
図
5
）
。
豆
畑
に
対
す
る
そ
れ
よ
り
も
範
囲
は
か
な
り

狭
く
な
り
、
長
野
県
を
中
心
と
し
て
、
群
馬
県
そ
し
て
や
や
離
れ
て
埼
玉
県
に
分
布

す

る
。
つ
ま
り
豆
畑
に
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
地
域
の
な
か
に
そ
れ
と
重
な
る

形
で
存
在

し
、
そ
の
中
間
に
メ
ズ
ラ
畑
に
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
忌
と
す
る
地
域
が
存

在
す

る
こ
と
に
な
る
（
図
6
）
。
そ
し
て
そ
の
理
由
と
し
て
事
例
1
9
に
見
ら
れ
る
よ
う

　
　
　
　
　
（
3
5
）

に
、
天
人
女
房
諌
と
の
関
係
を
思
わ
せ
る
伝
承
が
あ
る
。

　
さ
て
そ
れ
で
は
こ
う
し
た
畑
に
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
理
由
は
ど
の
よ
う
に
語
ら

れ

る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
整
理
し
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
、
タ
ナ
バ
タ
様
の
行
為
・
行
動
と
結
び
つ
け
て
語
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
そ

れ
は
単
に
畑
に

い

る
か
ら
と
す
る
も
の
の
他
に
い
ろ
い
ろ
説
明
さ
れ
る
。

　
事
例
21

　
　
長
野
県
埴
科
郡
坂
城
町
　
　
七
夕
に
は
七
夕
様
が
茄
子
畑
で
お
休
み
に
な
る
の

⑨

図5　瓜畑への立ち入り禁止
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頭

図6　禁忌とされる畑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

　
　
で
茄
子
畑
に
入
っ
て
は
い
け
な
い
。

事
例
2
2

　
　
群
馬
県
佐
波
郡
境
町
伊
与
久
　
　
昔
か
ら
、
七
夕
に
は
ウ
リ
畑
や
メ
ズ
ラ
畑
に

　
　
は
い
っ
て
は
い
け
な
い
、
け
ん
牛
・
し
ょ
く
女
の
二
人
が
逢
い
び
き
し
て
い
る

　
　
か
ら
と
か
、
七
夕
様
が
メ
ズ
ラ
畑
で
夫
婦
の
ち
ぎ
り
を
す
る
の
で
、
七
夕
に
は

　
　
畑
に
入
れ

な
い
と
い
う
の
で
、
五
日
に
ナ
ス
や
メ
ズ
ラ
を
取
っ
て
お
く
。
ま
た

　
　
四

つ
前

（午
前
十
時
の
前
）
に
メ
ズ
ラ
畑
に
は
い
る
と
病
気
に
な
る
、
七
夕
様

　
　
が
畑
で
行
き
あ
っ
て
い
る
か
ら
と
い
う
。
そ
こ
で
雨
が
た
と
え
三
粒
で
も
降
れ

　
　
ば
、
天
の
川
が
増
え
て
七
夕
様
が
来
な
い
か
ら
行
き
あ
え
な
い
の
で
、
畑
に
は

　
　
い
っ
て
も
よ
い
。
天
の
川
か
ら
悪
い
病
気
を
持
っ
て
く
る
か
ら
、
雨
が
降
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

　
　
七
夕
様
が
来

ら
れ
な
い
ほ
う
が
い
い
と
昔
の
人
は
い
っ
た
。

事
例
23

　
　
埼
玉
県
朝
霞
市
岡
　
　
七
夕
様
は
金
時
（
豆
）
畑
で
生
ま
れ
た
か
ら
、
金
時
畑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

　
　
に
入

ら
ぬ
も
の
だ
と
い
う
。
ま
た
金
時
畑
で
見
合
い
し
た
と
も
い
う
。

　
事
例
22

の

よ
う
に
、
タ
ナ
バ
タ
様
が
会
う
と
す
る
も
の
が
も
っ
と
も
一
般
的
で
あ

る
が
、
事
例
2
1
の
よ
う
に
休
む
と
か
、
事
例
2
2
の
よ
う
に
夫
婦
の
契
り
を
交
わ
し
て

い

る
と
か
と
い
う
所
も
あ
る
。
あ
る
い
は
事
例
2
3
の
よ
う
に
見
合
い
を
す
る
と
い
っ

た

り
、
生
ま
れ
る
（
生
む
）
と
い
っ
た
り
す
る
伝
承
も
あ
る
。
こ
の
生
ま
れ
る
と
い

う
伝
承
に
関
し
て
は
、
タ
ナ
バ
タ
様
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
く
、
厄
病
神
で
あ
る
と

す
る
所
も
あ
る
。

　
事
例
24

　
　
群
馬
県
新
田

郡
藪
塚
町
三
島
　
　
　
「
七
夕
の
日
は
厄
病
神
が
厄
病
を
し
ょ
っ
て
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く
る
L
と
い
う
の
で
、
朝
草
刈
り
に
も
行
か
な
い
。
「
メ
ズ
ラ
畑
に
入
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

　
　
厄
病
神
が

子
を

生
ん

で
い

る
か
ら
い
っ
ち
ゃ
な
ら
ね
え
」
と
い
う
。

　

こ
う
し
た
伝
承
は
事
例
1
8
に
見
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
事
例
6
、
7
、
9
な
ど

に

も
見
ら
れ
、
い
ず
れ
も
牽
牛
・
織
女
と
い
う
二
星
会
交
の
説
話
と
か
か
わ
る
星
あ

る
い
は
人
が
逢
う
と
い
う
伝
承
を
ふ
ま
え
て
い
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
は
タ
ナ
バ
タ
伝

説

と
矛
盾
は
な
い
。
た
だ
豆
畑
や
瓜
畑
で
逢
う
と
か
、
雨
が
降
れ
ば
逢
え
な
い
か
ら

よ
い
と
い
う
よ
う
な
伝
承
は
い
わ
ゆ
る
タ
ナ
バ
タ
伝
説
で
は
説
か
れ
な
い
も
の
で
あ

る
。
特
に
逢
え
な
い
ほ
う
が
よ
い
と
す
る
の
は
、
タ
ナ
バ
タ
伝
説
か
ら
す
れ
ば
不
自

然
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
同
情
の
な
い
語
り
方
で
あ
る
。
喫
ぎ
の
性
格
を
見
て
取
る

こ
と
が
で
き
る
タ
ナ
バ
タ
の
雨
と
、
二
星
会
交
の
タ
ナ
バ
タ
伝
説
と
が
不
自
然
な
形

で
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
天
人
女
房
型
の
タ

ナ
バ

タ
伝
承
の
分
布
と
こ
の
畑
入
り
を
禁
忌
と
す
る
伝
承
の
分
布
と
の
間
に
は
整
合

性
は

な
い
。
『
日
本
昔
話
大
成
』
に
記
載
さ
れ
る
天
人
女
房
謹
は
群
馬
県
・
長
野
県

を
含

み
全
国
に
わ
た
っ
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ

の

よ
う
に
畑
入
り
の
禁
忌
を
タ
ナ
バ
タ
様
と
は
結
び
つ
け
ず
に
、
た
と
え
結
び

つ
け
て

も
そ
の
タ
ナ
バ
タ
様
は
厄
神
的
な
性
格
を
持
っ
た
も
の
と
す
る
よ
う
な
、
厄

神
と
関
連
さ
せ
る
伝
承
は
ほ
か
に
も
あ
る
。

　
事
例
25

　
　
群
馬
県
佐
波
郡
境
町
上
矢
島
　
　
七
夕
様
の
日
に
は
四
ツ
前
に
は
メ
ズ
ラ
畑
に

　
　
入

る
な
と
い
っ
た
。
そ
れ
は
、
メ
ズ
ラ
畑
へ
天
か
ら
お
姫
様
が
下
り
て
き
て
、

　
　
七
夕
様
に
あ
う
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
邪
魔
す
る
と
い
け
な
い
か
ら
だ

　
　

と
い
う
。
ま
た
、
四
ツ
前
に
雨
が
降
る
と
天
の
川
が
出
水
し
て
七
夕
様
と
お
姫

　
　
様
が
会

え
な
く
な
る
と
い
う
。
ま
た
、
四
ツ
前
に
そ
う
め
ん
を
ゆ
で
て
家
中
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

　
　
食
べ
れ
ば
、
は
や
り
病
を
わ
ず
ら
わ
な
い
と
い
っ
た
。

　
事
例
26

　
　
群
馬
県
前
橋
市
城
南
飯
土
井
地
区

　
　
七
夕
の
日
に
は
メ
ズ
ラ
畑
に
入
る
も
の

　
　
で
は

な
い
。
テ
ン
ト
ウ
サ
ン
が
式
を
す
る
の
だ
か
ら
入
る
と
け
が
を
す
る
、
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

　
　

か
一
年
に
一
回
会
う
と
こ
ろ
へ
行
け
ば
け
が
を
す
る
と
い
わ
れ
た
。

　
事
例
25

で
は

タ
ナ
バ
タ
様
と
は
い
い
な
が
ら
夫
婦
神
で
は
な
く
、
天
か
ら
降
り
て

く
る
姫
と
逢
う
男
神
で
あ
る
。
事
例
2
6
で
は
テ
ン
ト
ウ
サ
ン
が
あ
げ
る
式
の
日
で
あ

り
、
い
わ
ゆ
る
星
祭
り
に
か
か
わ
る
伝
承
と
は
異
な
る
様
相
を
示
し
て
い
る
。
こ
う

し
た
畑
入
り
の
禁
忌
を
な
に
か
厄
病
神
的
な
性
格
を
も
っ
た
も
の
と
結
び
つ
け
る
所

は
群
馬
県
に
多
く
見
ら
れ
る
。

　
事
例

9
に
掲
げ
た
栃
木
県
の
伝
承
は
厄
病
神
と
は
い
わ
な
い
が
、
行
く
人
に
よ
っ

て

あ
る
い
は
女
が
出
現
し
、
そ
れ
に
会
う
と
気
が
変
に
な
る
と
い
い
、
な
に
か
妖
怪

性
を
帯
び
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　
な
お
、
こ
の
日
厄
病
神
の
活
動
を
伝
え
る
伝
承
は
、
群
馬
県
以
外
に
も
多
く
、
そ

れ

は

タ
ナ
バ
タ
の
雨
と
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
当
然
表
裏
一
体
を
な
す
も
の
と
し

て

扱
わ
な

け

れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
当
面
は
畑
入
り
の
禁
忌
の
み
に
限
定
し

て

お
き
た
い
。

　
次
に

こ
の
禁
忌
を
犯
す
こ
と
に
よ
る
罰
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
伝
承
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
事
例
1
1
に
示
し
た
東
京
都
武
蔵
野
で
は
病
気
に
な
る
と
伝
え
て

（4
2
）

い

る
が
そ
の
ほ
か
に
も
禁
忌
を
被
る
こ
と
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
罪
が
伝
え
ら
れ
て

い
る
。
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事
例
27

　
　
長
野
県
木
曽
郡
楢
川
村
羽
淵
　
　
タ
ナ
バ
タ
　
八
月
七
日
　
畑
に
入
る
と
水
増

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

　
　
し
に
な
る
と
い
っ
て
瓜
畑
に
は
は
い
ら
な
い
。

　
事
例
28

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

　
　
長
野
県
松
本
市
入

山
辺
　
　
暗
い
う
ち
か
ら
野
菜
畑
へ
入
る
と
野
菜
が
枯
れ
る
。

　

こ
う
し
た
伝
承
は
か
な
り
希
薄
で
あ
り
、
単
に
禁
止
す
る
の
み
で
罰
に
つ
い
て
は

語
ら
な
い
所
が
多
い
。
し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
事
例
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に

ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
す
な

わ

ち
、
O
病
気
の
身
体
的
災
害
。
⇔
降
雨
及
び
洪
水
の
自
然
的
災
害
。
⇔
畑

作
被
害
な
ど
の
農
業
災
害
の
三
種
類
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
O
の
身
体
的
災
害
に
関
す

る
も
の
が
も
っ
と
も
多
い
し
、
そ
の
伝
承
範
囲
も
広
い
。
そ
し
て
こ
の
災
害
が
主
と

し
て
個
人
的
災
害
で
あ
る
の
に
対
し
、
⇔
⇔
の
災
害
は
一
個
人
に
と
ど
ま
ら
ず
、
共

同
体
全
体
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
家
族
全
体
の
幸
せ
・
不
幸

に

関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
は
個
人
的
災
害
O
と
社
会
的
災
害
⇔
⇔

と
い
う
二
つ
に
整
理
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
し
て
社
会
的
災
害
に
関
す
る
伝
承
は

群
馬

県
と
長
野
県
と
に
見
ら
れ
る
。
ち
ょ
う
ど
禁
忌
の
対
象
に
な
る
畑
が
、
多
く
の

地
で
豆
畑
で

あ
っ
た
の
に
、
こ
の
二
県
に
お
い
て
は
瓜
畑
で
あ
っ
た
の
と
同
様
の
分

布
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
更

に
、
畑
へ
の
立
ち
入
り
を
禁
止
す
る
理
由
が
、
厄
病
神
と
関
係
づ
け
て
説
明
さ

れ
て

い
た
地
域
が
群
馬

県
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
タ
ナ
バ
タ
の
日
に
畑

へ
立
ち

入

る
こ
と
を
禁
止
す
る
習
俗
を
生
み
出
し
た
何
ら
か
の
要
因
（
多
く
の
要
因

の

う
ち
の
一
つ
で
あ
ろ
う
が
）
が
こ
の
地
域
に
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

　
つ

ま
り
、
タ
ナ
バ
タ
祭
り
の
行
事
と
関
連
し
、
畑
へ
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
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習
俗
を

伝
承
す

る
地
帯
は
北
関
東
か
ら
中
央
高
地
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
そ
し
　
ー

て

そ

の

中
で
、
立
ち
入
り
を
禁
止
さ
れ
る
畑
は
主
と
し
て
豆
畑
と
瓜
畑
と
で
あ
り
、

特
に
瓜
畑
と
す
る
の
は
群
馬
県
と
長
野
県
に
し
か
見
ら
れ
な
い
こ
と
。
ま
た
、
立
ち

入

り
を
禁
止
す
る
理
由
は
、
タ
ナ
バ
タ
様
の
行
為
・
行
動
と
厄
病
神
の
そ
れ
と
に
大

別

さ
れ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
星
物
語
と
の
関
係
は
希
薄
で
、
む
し
ろ
異
質
の
伝
承
に

基
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。
そ
し
て
畑
へ
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
ず
る
理
由
を

直
接
厄
病
神
と
結
び
つ
け
る
伝
承
は
群
馬
県
に
だ
け
見
ら
れ
る
こ
と
。
更
に
、
禁
忌

を

犯

し
た
結
果
に
つ
い
て
は
個
人
的
な
災
害
に
止
ま
る
と
す
る
も
の
と
、
社
会
的
な

災
害
に
ま
で
及
ぶ
と
す
る
も
の
と
の
二
種
類
の
罰
が
語
ら
れ
、
社
会
的
災
害
に
つ
い

て

は
群
馬
県

と
長
野
県
と
で
伝
承
さ
れ
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
地
域
性
が
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
タ
ナ
．
ハ
タ
様
に
し
て
も
厄
病
神
に
し

て

も
、
こ
の
日
に
出
現
す
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
は
常
在
の
神
な
ど
で
は
な

い
の

で

あ
る
。
い
わ
ぽ
こ
の
日
に
訪
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
畑
に
出
現
す

る
の
で
あ
る
。
そ
う
伝
承
さ
れ
た
の
は
た
し
か
に
仕
事
を
休
ん
で
身
を
慎
ま
な
け
れ

ぽ
な

ら
な
い
日
で
あ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
畑
へ
出
さ
な
い
た
め
の
方
便
と
し

て
、
こ
う
し
た
伝
承
が
生
ま
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
は
類
型
性

が

あ
り
、
地
域
性
が
あ
る
。
た
と
え
目
的
は
そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、

豆
畑

あ
る
い
は
瓜
畑
に
そ
う
し
た
も
の
が
出
現
し
、
そ
こ
で
子
供
を
生
む
な
ど
と
い

う
伝
承
が
全
く
無
か
ら
生
じ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
何
ら
か
の
理
由
が
あ
っ
た
こ
と

と
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
つ
が
タ
ナ
バ
タ
伝
承
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
性
格
は
前
述

し
た
よ
う
に
い
わ
ゆ
る
タ
ナ
バ
タ
説
話
と
は
か
な
り
か
け
離
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。



タナバタ伝承の禁忌に見る地域性

何

ら
か
の
伝
承
の
上
に
タ
ナ
パ
タ
伝
承
が
覆
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
伝

承

と
は
多
分
、
畑
作
の
収
穫
儀
礼
で
あ
り
、
そ
の
時
に
訪
れ
る
神
霊
的
な
も
の
が
あ

っ

た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

四
　
結

証ロロ

　

以

上

タ
ナ
バ
タ
伝
承
に
か
か
わ
る
畑
入
り
の
禁
忌
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
そ
の
結

果
か

な
り
明
確
な
地
域
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

全

国
的
な
分
布
が
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
た
め
に
、
従
来
民
俗
学
研
究
の
上

か

ら
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
習
俗
で
あ
る
。
そ
し
て
タ
ナ
バ
タ
の
ま
こ

も
馬
の
よ
う
に
形
に
現
れ
る
習
俗
で
は
な
い
た
め
に
比
較
的
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
。

そ

の

分
布
の
み
か
ら
言
え
ぽ
、
ま
こ
も
馬
を
作
る
地
域
は
や
は
り
限
定
さ
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

（
図

7
）
。
し
か
し
、
タ
ナ
バ
タ
ウ
マ
と
し
て
事
典
類
に
も
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
タ
ナ
パ
タ
に
お
け
る
畑
入
り
の
禁
忌
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
触

れ

ら
れ
て
い
な
い
。
有
形
文
化
と
し
て
直
接
目
で
見
て
観
察
で
き
、
し
か
も
儀
礼
と

し
て
も
明
確
な
も
の
と
、
い
わ
ゆ
る
心
意
現
象
と
し
て
、
外
部
か
ら
は
観
察
さ
れ
に

く
い
も
の
の
相
違
か
、
あ
る
い
は
タ
ナ
バ
タ
伝
承
を
考
え
る
上
に
従
来
の
星
祭
り
の

系
列
か
、
盆
行
事
の
系
列
に
連
な
る
も
の
に
の
み
注
目
し
て
、
そ
う
し
た
行
事
に
か

か
わ

り
の
少
な
い
も
の
は
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な

い
。

　

し
か
し
そ
れ
ら
は
資
料
を
予
め
一
つ
の
側
面
か
ら
の
み
な
が
め
る
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
資
料
を
あ
る
が
ま
ま
に
見
る
と
い
う
態
度
で
は
な
い
。
資
料
の
語
り
か
け
る

令

図7　タナパタのまこも馬
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内
容
を
忠
実
に
受
け
止
め
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
確
か
に
民
俗

資
料
は
特
定
の
視
点
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
い

っ

た
ん

固
定

し
、
定
着
し
た
資
料
は
ま
た
見
方
、
聴
き
方
に
よ
っ
て
は
そ
れ
な
り
に

語

り
か
け
て
く
る
。
そ
し
て
伝
承
が
日
本
の
基
層
文
化
と
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
以

上
、
そ
れ
は
か
な
ら
ず
や
豊
か
な
内
容
を
秘
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
事
実
、
タ
ナ

バ

タ
の
畑
入
り
の
禁
忌
の
伝
承
資
料
は
、
あ
る
文
化
の
存
在
を
そ
の
分
布
か
ら
示
し

て

く
れ
る
。
つ
ま
り
畑
作
に
か
か
わ
っ
て
伝
承
さ
れ
る
文
化
で
あ
る
。
そ
れ
は
豆
と

瓜

と
を
中
心
と
す
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
そ
の
作
物
と
深
く
か
か
わ
り
去
来
す
る
モ

ノ
の
存
在
が
あ
る
。
タ
ナ
バ
タ
様
と
も
厄
病
神
と
も
い
う
が
、
超
人
間
的
な
存
在
を

そ

こ
に
は
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
存
在
は
か
す
か
に
祀
ら
れ
る
存
在

と
し
て
の
側
面
を
う
か
が
わ
せ
る
。
あ
え
て
近
寄
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
恐
れ

だ

け
で
は
な
く
畏
れ
る
存
在
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
れ
は

個
人
が
畏
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
地
域
社
会
全
体
に
及
ぶ
力
を
所
有
し
て

い

る
。
そ
こ
に
地
域
で
祀
る
も
の
で
あ
っ
た
痕
跡
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
つ

ま
り
、
こ
の
地
域
に
は
畑
作
に
か
か
わ
る
信
仰
が
あ
っ
て
、
現
在
は
タ
ナ
バ
タ
習
俗

と
習
合
し
た
状
態
で
存
在
し
て
い
る
。
タ
ナ
バ
タ
祭
り
の
時
期
は
畑
作
物
の
収
穫
時

期
で
も
あ
り
、
そ
う
し
た
農
耕
作
業
の
時
期
と
も
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、

と
も
か
く
伝
承
的
な
同
質
性
を
持
っ
た
一
つ
の
地
域
を
形
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

が

で

き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
地
域
は
実
は
図
2
の
タ
ナ
バ
タ
に
初
物
を
供
え

る
地
域
の
一
番
東
端
の
地
域
と
見
事
に
重
な
る
の
で
あ
る
。
山
形
県
の
事
例
だ
け
が

と
び
離
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
除
け
ぽ
図
2
と
図
3
を
重
ね
る
と
、
そ
の
東
端
に
位

置

し
て
い
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
畑
入
り
の
禁
忌
は
畑
作
物

の

収
穫
儀
礼

と
は
無
縁
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
0

で

あ
る
。
し
か
し
何
故
に
こ
の
地
域
に
だ
け
畑
入
り
の
禁
忌
と
し
て
畑
作
儀
礼
の
痕
　
1

跡
が
見

ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

　
た

だ
、
こ
の
地
域
は
図
7
の
タ
ナ
バ
タ
の
ま
こ
も
馬
の
地
域
の
西
端
に
当
た
っ
て

い

る
と
い
う
こ
と
と
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。
タ
ナ
バ
タ
の
ま
こ
も
馬
は
タ
ナ
バ
タ
様

の

乗
物
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
た
り
、
田
畑
を
見
回
っ
た
り
す
る
モ

ノ
の
存
在
と
か
か
わ
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
神
去
来
の
伝
承
と
無
縁
で

は

な
い
。
も
ち
ろ
ん
タ
ナ
．
ハ
タ
が
盆
行
事
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
所

で
は

こ
の
日
は
七
日
盆
で
あ
り
、
ご
先
祖
様
の
去
来
と
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
る
時

で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
タ
ナ
バ
タ
に
は
去
来
す
る
モ
ノ
の
存
在
は
ご
く
自
然

に
伝
承

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
去
来
す
る
モ
ノ
の
乗
る
馬
の
伝
承
と
、

畑
の

初
物
を
供
え
る
所
の
接
点
に
こ
の
畑
入
り
の
禁
忌
の
伝
承
地
が
位
置
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
そ
こ
に
畑
の
収
穫
祭
的
要
素
と
去
来
神
的
要
素
を
共
に
持

つ
習
俗
の
、
今
に
至
る
ま
で
存
在
し
得
た
原
因
を
見
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
場
合
は
こ
の
畑
入
り
禁
忌
の
地
域
の
も
つ
独
自
の
性
格
は
希
薄
に
な

る
。
単
に
両
者
か
ら
の
影
響
の
み
を
重
視
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
だ

が
、
こ
の
地
域
に
お
い
て
も
独
自
の
分
布
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
図
6
に
見
ら

れ

る
通
り
で
あ
る
。
一
種
の
周
圏
的
分
布
と
も
み
え
る
分
布
状
態
で
あ
る
。
こ
う
し

た
分
布
は
他
か
ら
の
影
響
の
み
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
地

域
の

も
つ
独
自
の
性
質
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
体
そ
れ
は
何
か
。
そ
う
し
た
地

域
の

持
つ
特
質
に
つ
い
て
は
こ
の
タ
ナ
バ
タ
の
畑
入
り
禁
忌
か
ら
だ
け
で
は
明
確
に

し
得
な
い
。
畑
作
的
要
素
が
か
な
り
濃
厚
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
だ
け
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図8　半夏生のネギ畑への立ち入り禁止

で

あ
る
。
も
っ
と
他
の
資
料
を
用
い
て
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は

ま
た
改
め
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
た
だ
半
夏
生
に
お
け
る
ネ
ギ
畑
へ
の
立

ち

入

り
禁
忌
が
よ
く
似
た
分
布
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
を
付
け
加
え
て
お
き

た
い

（
図
8
）
。
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Regionality　seen　in　the　Taboo　of　the　7乏ηαろα拓Tradition

KuRAIsHI　Tadahiko

　　Aregion　is　a　space　marked　ofE　on　the　groulld　surface　to　give　a　certain　homogeneity．

The　division　is　based　on　a　variety　of　characters，　not　on　any　single　one；and　this　tends

to　be　affected　by　subjectivity．　However，　people　live　and　recognize　themselves　within

such　a　region．　The　author　wonders　whether　we　can　discover，　by　setting　out　these

regions，　what　kind　of　culture　the　Japanese　developed　and　what　kind　of　life　they　have

lived．　People　living　in　a　region　may　not　necessarily　have　such　awareness；however，　if　we

can　discover　these　regions，　we　may　be　abie　to丘nd　it　of　some　value　in　clarifying　what

Japanese　traditional　culture　should　be．

　　From　this　point　of　view，　the　author　decided　to　deal　with　the　traditional　taboo　prohi．

biting　people　from　going　into　the丘elds　on　the　day　of五妬ろα’α（Star　Festival）（July　7）．

This　taboo　warns　that　entering　the　fields　on　this　day　will　lead　to　disaster，　because

adivine，　spiritual　existence，　called　the“乃η4ろαzα・sα勿α”or　something　similar，　is　there．

This　has　been　looked　on　as　a　tradition　showing　the　feature　of　abstinence，　but，　it　has　not

been　clear　why　the　taboo　applied　to　the　fields．　From　the　fact　that　the　areas　observing

this　custom　are　Iocated　at　the　contact　point　of　a　region　where　people　offer　the丘rst

products　of　the　season　on　the　Tαπαbα拍day　and　a　region　where　people　offer　a　horse

made　with　wild　rice，　etc，　it　is　supposed　that　the　taboo　is　related　to　a　harvest　ceremony

of　dry．丘eld　farming　and　a　religious　ceremony　devoted　to　the　visiting　god．

　　These　areas　are　also　distributed　in　a　special　manner，　and　it　can　be　considered　that

they　possess　a　common　regionality　from　the　combination　of　bean丘elds　and　melon丘elds．

The　areas　correspond　to　those　where　it　is　taboo　to　go　into　spring　onion　fields　on　the

仇ηgθ∫yδ（eleventh　day　from　mid．summer），　and　these　areas　have　a　unique　regionality

with　regard　to　folk　culture．　It　may　be　thought　that　a　unique　culture　exists　in　these

regions．　Other　areas　like　this　can　be　supposed．
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