
特集・方法としての祭

「
祭
り
」
の
調
査
を
、
大
き
な
学
問
の
目
的
の
中
に
位
置
付
け
れ
ば
、
文
化

人
類
学
的
に
言
う
な
ら
人
類
の
普
遍
的
な
世
界
観
の
探
求
と
言
え
る
だ
ろ
う

し
、
あ
る
い
は
、
わ
れ
わ
れ
の
社
会
の
様
食
な
幻
想
の
根
拠
、
例
え
ば
、
天
皇

制
と
い
う
国
家
大
の
幻
想
か
ら
、
差
別
と
い
う
社
会
問
題
、
さ
ら
に
は
、
ま
じ

な
い
・
迷
信
に
い
た
る
生
活
の
習
俗
を
ひ
と
つ
づ
つ
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
く
試
み

で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
が
、
そ
こ
ま
で
広
げ
な
く
て
も
、
「
調
査
」
は
ひ
と

つ
の
重
要
な
事
実
を
調
査
者
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
に
教
え
て
く
れ
る
。
そ
れ
は
、

「
祭
り
」
も
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
が
い
る
現
実
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

遠
山
郷
の
「
霜
月
祭
」
を
何
度
か
見
た
が
、
そ
こ
で
、
祭
り
を
見
る
と
い

う
こ
と
に
関
し
て
感
じ
た
こ
と
は
、
自
分
が
何
と
か
し
て
対
象
と
し
て
の
「
祭

り
」
と
見
る
自
分
の
間
に
異
和
を
見
い
だ
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、

同
時
に
、
そ
の
異
和
と
は
自
分
の
位
置
す
る
東
京
と
こ
の
遠
山
郷
の
距
離
の
差

に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
自
問
で
あ
っ
た
。
異
和
が
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア

ル
な
形
で
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
か
ら
遠
山
郷
に
行
っ
た
。
そ
し
て
、
期
待
通

り
に
、
異
和
を
見
い
だ
し
感
動
し
た
。
が
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
そ
こ
へ
移
動

し
た
、
出
来
た
、
と
い
う
事
実
、
つ
ま
り
、
こ
れ
だ
け
自
分
の
属
す
場
所
と
格

ｌ
特
集
・
方
法
と
し
て
の
祭

異
貌
の
神
々

ｌ
現
在
と
し
て
の
「
霜
月
祭
」
Ｉ

一
、
現
在
と
し
て
の
「
祭
り
」

差
が
あ
る
の
に
と
も
に
同
じ
現
在
で
あ
る
と
い
う
そ
の
事
実
に
興
奮
し
て
い
る

だ
け
な
の
か
も
知
れ
な
か
っ
た
。
異
和
と
は
自
分
の
自
意
識
の
中
で
作
り
上
げ

た
も
の
か
も
知
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

よ
く
、
「
祭
り
」
の
調
査
に
入
る
こ
と
は
、
そ
の
「
祭
り
」
そ
の
も
の
を
変

え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
調
査
者
の
声
を
聞
く
こ
と
が

あ
る
。
が
、
異
和
を
求
め
に
そ
こ
に
行
く
こ
と
は
そ
の
距
離
（
異
和
）
を
な
く

す
こ
と
に
つ
な
が
る
と
い
っ
た
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
悩
む
こ
と
よ
り
、
何
故
、
同

じ
現
実
で
あ
り
、
現
在
な
の
だ
ろ
う
か
と
問
う
こ
と
の
ほ
う
が
重
要
で
は
な
い

か。中
世
世
界
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
て
い
る
よ
う
な
「
霜
月
祭
」
の
た
だ
中
で

は
、
見
学
者
と
し
て
の
自
分
は
外
部
の
余
計
者
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
意
識
は
、

調
査
者
で
あ
る
自
分
に
と
っ
て
「
祭
り
」
そ
の
も
の
が
余
計
で
あ
る
と
い
う
意

識
の
裏
返
し
で
は
な
か
っ
た
か
。
つ
ま
り
、
異
和
は
ど
こ
に
在
る
の
だ
ろ
う
か

と
い
う
〈
自
意
識
〉
で
「
祭
り
」
を
見
る
か
ら
、
現
場
に
い
る
こ
と
の
、
自
分

の
異
端
者
と
し
て
の
過
剰
性
に
過
敏
に
な
る
の
だ
と
思
う
。
時
折
、
調
査
者
の

無
礼
が
話
題
に
な
る
が
、
そ
れ
は
、
〈
自
意
識
〉
の
領
域
で
判
断
さ
れ
る
べ
き

で
は
な
い
。
「
祭
り
」
の
担
い
手
と
調
査
者
と
の
相
互
了
解
、
個
含
の
常
識
、

礼
儀
と
い
っ
た
範
囲
で
処
理
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
し
、
調
査
者
が
入
る

岡

部

隆

志
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異貌の神々

こ
と
に
よ
っ
て
「
祭
り
」
が
変
わ
る
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
真
の
理
由

は
、
調
査
者
と
の
接
触
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
「
祭
り
」
そ
の

も
の
が
、
調
査
者
を
含
ん
で
あ
る
よ
う
な
現
在
に
耐
え
ら
れ
る
柔
軟
性
を
失
っ

て
来
て
い
る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
「
祭
り
」
と
い
う
無
菌
状
態
に
調
査
者
と

い
う
雑
菌
が
入
り
込
む
と
い
う
発
想
は
、
異
和
を
見
い
だ
さ
な
く
て
は
と
過
敏

に
な
っ
た
自
意
識
の
発
想
で
あ
り
、
自
分
を
雑
菌
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
が
誠
実

そ
う
に
見
え
た
と
し
て
も
い
ず
れ
に
し
ろ
自
己
中
心
的
で
あ
る
。

問
題
は
、
わ
れ
わ
れ
も
「
祭
り
」
も
同
じ
現
在
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
現
在
を
止
め
よ
う
が
な
い
よ
う
に
、
「
祭
り
」
も

止
め
よ
う
が
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
遠
山
郷
の
社
会
を
流
れ
る
時
間
と
東
京
を

流
れ
る
時
間
の
速
度
と
は
当
然
に
違
っ
て
は
い
る
が
、
そ
こ
に
違
う
現
在
が
あ

る
わ
け
で
は
な
い
。

た
だ
、
客
観
的
に
は
、
東
京
を
流
れ
る
時
間
が
社
会
の
基
準
値
に
な
っ
て
い

る
以
上
、
同
じ
現
在
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
現
在
は
遠
山
郷
に
と
っ
て
負
担
で

あ
る
と
は
言
え
る
。
恐
ら
く
、
東
京
の
時
間
の
基
準
値
か
ら
極
北
に
あ
る
山
村

の
「
祭
り
」
は
そ
の
負
担
を
最
大
限
に
引
き
受
け
て
い
る
は
ず
で
、
そ
の
意
味

で
、
東
京
の
時
間
の
側
に
属
す
調
査
者
は
、
そ
の
負
担
の
原
因
を
自
ら
に
自
覚

せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
は
確
か
だ
。
が
、
問
題
は
、
そ
こ
で
、
自
己
中
心
的
に

反
省
す
る
よ
り
、
そ
の
負
担
を
逆
手
に
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
祭
り
」
が
維
持

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
目
を
承
は
れ
ば
い
い
の
だ
と
思
う
。

遠
山
郷
で
は
、
同
じ
現
在
な
の
に
時
間
だ
け
が
遅
れ
て
し
ま
う
そ
の
時
間
的

格
差
が
社
会
の
意
識
に
計
上
さ
れ
る
こ
と
で
、
同
じ
現
在
で
あ
る
こ
と
に
耐
え

ら
れ
て
い
る
と
感
じ
た
。
そ
の
意
味
で
、
遠
山
郷
で
は
「
霜
月
祭
」
が
社
会
に

と
っ
て
の
一
つ
の
意
味
に
な
り
え
て
い
る
。
た
だ
、
そ
れ
は
、
「
祭
り
」
が
遠

山
郷
の
社
会
生
活
を
い
ま
だ
支
配
し
て
い
る
古
来
の
共
同
幻
想
そ
の
も
の
だ
と

い
う
こ
と
や
東
京
に
対
す
る
観
光
資
源
と
い
っ
た
こ
と
の
意
味
で
は
な
い
。
ま

す
ま
す
東
京
と
の
格
差
を
広
げ
て
い
き
な
が
ら
し
か
も
東
京
の
時
間
を
指
向
さ

せ
る
よ
う
な
、
こ
の
止
め
よ
う
が
な
い
現
在
に
抗
す
る
本
質
的
な
態
度
が
毎
年

繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
、
理
解
し
た
。
そ
れ
は
、
近
代
化
の
な
か
で
失
わ

れ
て
い
く
伝
統
の
回
復
と
い
う
単
純
な
こ
と
で
も
な
い
。
私
と
出
会
っ
た
遠
山

郷
の
人
々
は
、
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
求
め
る
と
い
っ
た
意
味
以
上
に

「
祭
り
」
に
積
極
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
む
し
ろ
、
何
事
を
も
味
気
な
く
均
質

化
し
て
し
ま
う
現
在
そ
の
も
の
に
対
抗
し
よ
う
と
す
る
意
志
と
で
も
言
う
べ
き

も
の
だ
と
感
じ
た
の
だ
。

違
っ
た
時
間
の
流
れ
る
社
会
か
ら
来
た
自
分
と
「
祭
り
」
の
担
い
手
達
は
今

同
じ
現
在
に
い
る
。
そ
れ
を
同
じ
現
実
に
い
る
と
言
い
換
え
て
も
い
い
が
、
「
祭

り
」
の
担
い
手
達
と
調
査
者
と
し
て
の
自
分
と
の
相
違
は
、
住
む
社
会
の
相
違

で
は
な
く
て
、
あ
る
い
は
、
異
和
を
探
し
出
す
者
と
探
し
出
さ
れ
る
者
と
の
相

違
で
は
な
く
、
同
じ
現
実
の
そ
の
違
っ
た
相
に
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ

う
。
傍
観
者
の
自
分
が
「
祭
り
」
を
見
て
た
じ
ろ
ぐ
の
は
、
自
分
が
傍
観
者
だ

か
ら
で
は
な
く
、
「
祭
り
」
の
担
い
手
達
の
属
す
あ
る
い
は
選
択
し
た
現
実
が

ほ
と
ば
し
ら
せ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
気
後
れ
し
、
自
分
の
属
す
現
実
の
希
薄
さ
を

思
い
知
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
こ
れ
は
誰
も
が
感
じ
る
正
直
な
感
想
だ
ろ
う
。

そ
れ
を
こ
ち
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
回
復
な
ど
と
短
絡
せ
ず
に
、
ま
ず
そ

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
根
拠
に
興
味
を
持
つ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ

の
失
っ
た
時
間
を
追
憶
す
る
こ
と
で
は
決
し
て
な
く
、
「
祭
り
」
そ
の
も
の
が
、

わ
れ
わ
れ
が
意
志
的
に
選
択
し
得
る
一
つ
の
現
実
と
し
て
確
か
に
あ
る
こ
と
を

知
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
確
か
に
わ
れ
わ
れ
も
ど
こ
か
で
そ
の
よ
う
な
現
実
に

抱
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
だ
。

こ
こ
で
確
認
し
た
い
の
は
、
わ
れ
わ
れ
と
遠
山
郷
と
の
間
の
差
異
に
、
二
つ
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特集・方法としての祭

二
、
ス
サ
ノ
ヲ

こ
こ
で
、
『
古
事
記
』
の
荒
ぷ
る
神
で
あ
る
ス
サ
ノ
ヲ
に
つ
い
て
触
れ
て
お

く
。
三
貴
子
の
一
人
と
し
て
生
ま
れ
た
ス
サ
ノ
ヲ
は
、
「
海
原
を
知
ら
せ
」
と

や
つ
か
ひ
げ
む
ね

命
じ
ら
れ
る
が
、
「
命
さ
し
国
を
治
ら
さ
ず
て
、
八
挙
須
心
の
前
に
至
る
ま
で
、

啼
き
い
さ
ち
き
」
と
あ
る
よ
う
に
泣
き
出
し
て
そ
し
て
「
青
山
は
枯
山
の
如
く

泣
き
枯
ら
し
、
河
海
は
悉
に
泣
き
乾
し
き
」
と
あ
る
よ
う
な
災
い
を
起
こ
す
の

で
あ
る
。
古
事
記
は
こ
の
災
い
を
「
萬
の
物
の
妖
悉
に
發
り
き
」
と
記
し
て
い

る
。
父
の
イ
ザ
ナ
キ
は
「
何
由
」
と
問
う
と
、
ス
サ
ノ
ヲ
は
「
批
の
国
根
の
堅

州
国
」
に
行
き
た
い
と
答
え
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
「
神
逐
ら
ひ
」
さ
れ
る
の
で

あ
る
が
、
こ
の
神
話
に
お
け
る
ス
サ
ノ
ヲ
は
「
萬
の
物
の
妖
悉
に
發
り
き
」
と

あ
る
災
い
を
も
た
ら
す
悪
し
き
神
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
は
、
災
い
の
直
接
的

要
因
が
ス
サ
ノ
ヲ
が
「
批
の
国
」
へ
行
き
た
い
と
泣
き
だ
す
こ
と
で
あ
る
よ
う

に
、
そ
の
災
い
の
理
由
が
余
り
に
幼
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
こ

こ
で
、
こ
の
神
話
に
お
け
る
「
批
の
国
」
に
行
き
た
が
っ
て
い
る
ス
サ
ノ
ヲ
と

は
何
か
、
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
、
こ
の

の
時
間
に
支
配
さ
れ
て
い
る
現
在
と
い
っ
た
二
元
論
や
、
動
か
な
い
時
間
的
世

界
か
ら
動
く
時
間
（
歴
史
）
へ
と
い
う
段
階
論
を
見
い
だ
す
こ
と
で
は
な
く
、

わ
れ
わ
れ
か
ら
動
か
な
い
あ
る
い
は
同
じ
こ
と
の
繰
り
返
し
ｆ
と
見
え
る
世
界

が
、
一
つ
の
意
志
的
選
択
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

持
つ
と
い
う
こ
と
だ
。
少
な
く
と
も
、
私
が
遠
山
郷
の
惠
額
月
祭
」
で
ま
ず
最

初
に
感
じ
た
こ
と
は
そ
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
「
霜
月
祭
」
に
訪
れ
る
強

力
な
力
を
持
っ
た
異
貌
の
神
々
は
、
そ
の
よ
う
な
生
活
の
側
に
近
し
い
の
で
あ

っ
て
、
毎
年
変
化
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
わ
れ
わ
れ
の
よ
う
な
生
活
の
側
に

は
訪
れ
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

三
、
和
田
の
霜
月
祭

遠
山
郷
の
「
霜
月
祭
」
は
、
湯
立
て
神
楽
で
あ
り
、
伊
勢
の
湯
立
て
神
楽
の

系
統
を
引
く
も
の
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
釡
の
数
や
、
祭
り
の
次
第
に
よ

っ
て
三
種
（
和
田
系
、
木
沢
系
、
上
村
系
と
便
宜
的
に
分
け
て
お
く
）
に
分
け

ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
昨
年
（
一
九
八
八
）
見
た
和
田
の
祭
り
の
次
第
を
簡

神
話
で
は
、
災
い
を
も
た
ら
す
悪
し
き
神
が
「
泣
く
」
と
い
う
よ
う
な
表
情
を

見
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
「
神
逐
ら
ひ
」
は
ス
サ
ノ
ヲ
が
「
批
の
国
」
を
求
め
て
泣
く
こ
と
の
結

（１）

果
な
の
で
、
こ
の
こ
と
を
母
性
原
理
で
説
明
し
た
り
す
る
注
釈
も
あ
る
が
、
何

故
、
こ
こ
で
、
神
は
表
情
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
と
考
え
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
母

性
原
理
に
沿
う
と
い
う
神
話
の
性
格
上
、
擬
人
的
に
描
か
れ
る
神
は
母
を
慕
う

か
ら
だ
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
す
む
こ
と
か
も
知
れ
な
い
が
、
知
り
た
か
っ
た
こ

と
は
、
神
が
表
情
を
持
つ
と
い
う
こ
と
そ
の
こ
と
の
意
義
だ
っ
た
。
神
が
ス
サ

ノ
ヲ
の
よ
う
な
「
泣
く
」
表
情
を
持
つ
と
い
う
の
は
、
こ
ち
ら
側
へ
の
世
界
へ

の
あ
る
種
の
未
練
を
表
す
の
で
は
な
い
か
。
無
論
、
古
事
記
で
は
「
批
の
国
」

に
行
き
た
い
と
い
っ
て
泣
く
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
泣
く
理
由
と
は
別
に
、
泣

く
神
と
い
う
の
は
、
そ
の
神
の
属
す
向
こ
う
側
と
こ
ち
ら
側
と
が
近
す
ぎ
る
た

め
に
、
そ
の
よ
う
な
表
情
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
。
「
泣
く
」
こ
と
に
よ
っ
て

想
像
さ
れ
る
向
こ
う
側
の
世
界
は
案
外
に
近
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
逆
に
、
帰

り
た
く
な
い
と
言
っ
て
子
供
の
よ
う
に
泣
く
ス
サ
ノ
ヲ
だ
っ
て
考
え
ら
れ
る
の

で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
に
神
が
表
情
を
持
つ
と
い
う
の
は
、
神
と

共
同
体
と
の
関
係
の
あ
る
様
相
を
見
せ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
か
。
こ
の
よ
う

な
こ
と
を
強
く
感
じ
さ
せ
た
の
は
「
霜
月
祭
」
で
神
送
り
の
場
面
を
見
た
時
だ

った。
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異貌の神々

（２）

単
に
ま
と
め
て
置
く
。
和
田
の
祭
り
は
、
十
二
月
十
三
日
に
旧
和
田
村
と
旧
八

重
河
内
村
の
境
に
あ
る
諏
訪
社
で
行
わ
れ
る
。

①
浜
水
迎
え
：
…
・
神
社
の
前
の
川
か
ら
水
を
汲
承
、
砂
を
も
っ
て
く
る
。
釡

の
上
に
湯
か
ざ
り
を
つ
け
、
浜
水
を
釡
に
入
れ
、
釡
の
下
の
四
隅
に
砂
を
撒

く
。
余
っ
た
砂
は
西
北
の
隅
に
置
い
て
お
く
。
（
午
前
八
時
’
八
時
四
十
分

頃）
②
面
迎
え
：
：
：
近
く
の
八
幡
神
社
’
八
重
河
内
尾
の
島
ｌ
に
納
め
て
あ
る
面

を
取
り
に
い
く
。
（
九
時
）

③
例
祭
…
…
祭
神
へ
の
祝
詞
奏
上
、
献
饒
、
撤
賎
の
儀
（
通
常
の
神
社
の
祭

祀）（十’十一時）

④
湯
の
式
…
…
神
楽
歌
を
唱
え
、
神
々
を
招
請
す
る
。
（
十
二
時
ｌ
）

⑤
ふ
ゑ
な
ら
し
の
舞
・
…
：
弥
宜
四
人
が
扇
と
鈴
で
舞
う
。
一
年
ぶ
り
に
迎
え

る
神
の
た
め
に
、
お
宮
の
根
本
が
腐
っ
て
い
な
い
か
を
確
か
め
る
と
も
言
わ

れ
て
い
る
。
（
午
後
一
時
Ｉ
）

⑥
湯
開
き
：
。
…
か
ま
ど
の
五
方
（
東
西
南
北
中
央
↓
西
北
の
隅
か
ら
始
ま
っ

て
西
北
で
終
わ
る
）
を
塩
で
清
め
て
か
ら
、
湯
蓋
を
取
る
。
（
一
時
五
十
分
）

⑦
神
清
め
…
．
：
釡
の
下
の
四
隅
に
立
て
ら
れ
た
幣
（
八
将
神
）
に
湯
を
か
け

て
清
め
る
。
そ
れ
か
ら
、
本
殿
、
祭
殿
を
清
め
る
。
（
二
時
）

⑧
一
の
湯
…
：
．
湯
木
を
持
っ
た
十
二
人
の
弥
宜
が
並
び
、
姫
舞
を
踊
る
。
舞

の
後
全
員
で
神
楽
歌
を
歌
う
。

火
ぶ
せ
…
：
．
湯
木
を
釡
の
湯
に
入
れ
そ
の
滴
を
神
灸
に
捧
げ
る
。
神
戸
帳

の
神
の
名
を
読
承
な
が
ら
同
じ
動
作
を
繰
り
返
す
。
（
二
時
二
十
分
Ｉ
）

⑨
下
堂
祓
い
：
：
：
四
人
が
扇
と
剣
で
舞
う
。
扇
剣
の
舞
と
も
言
う
。
お
迎
え

し
た
神
に
つ
い
て
く
る
悪
い
神
を
追
い
払
う
。
（
三
時
三
十
分
頃
）

（
こ
の
後
、
祭
り
の
後
継
者
と
な
る
子
供
達
に
よ
る
舞
が
繰
り
返
さ
れ
る
）

⑩
二
の
湯
：
…
一
の
湯
と
同
じ
だ
が
、
こ
ち
ら
は
、
六
人
の
弥
宜
に
よ
っ
て

舞
わ
れ
る
。
（
六
時
半
ｌ
）
。
こ
の
後
続
け
て
神
子
あ
げ
が
行
わ
れ
る
。

⑪
神
子
取
り
あ
げ
（
神
子
の
舞
）
：
…
・
神
の
子
と
な
っ
た
も
の
を
弥
宜
が
祝

福
し
、
他
の
二
人
が
頭
上
で
笹
を
振
り
、
湯
を
振
り
掛
け
、
後
ろ
の
一
人
が

水
干
を
着
せ
か
け
る
。
全
員
立
ち
あ
が
り
神
子
を
入
れ
て
舞
を
舞
っ
て
終
わ

る
。
神
子
は
神
前
で
お
神
酒
を
載
く
。
（
七
時
頃
）

⑫
祝
儀
の
舞
…
…
ふ
ゑ
な
ら
し
の
舞
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
。
（
神
子
取
り
あ
げ

が
あ
っ
た
場
合
の
み
行
わ
れ
る
）

⑬
鎮
め
の
湯
：
。
：
・
一
の
湯
、
二
の
湯
と
同
じ
。
続
け
て
日
月
の
舞
（
十
二
人

全
員
に
よ
る
姫
舞
）
が
行
わ
れ
る
。
（
八
時
頃
！
）

（３）

⑭
や
お
と
め
：
：
：
神
殿
に
弥
宜
五
人
が
中
折
れ
紙
を
右
手
の
指
に
は
さ
ゑ
、

ゆ
ら
か
し
て
、
弥
宜
の
歌
に
合
わ
せ
る
。
（
九
時
）

⑮
面
お
ろ
し
：
：
：
水
の
王
の
面
が
最
初
に
出
さ
れ
る
。
か
ま
ど
で
は
、
火
伏

せ
・
湯
伏
が
行
わ
れ
て
い
る
。
太
夫
が
湯
の
前
で
印
を
結
び
、
呪
文
を
唱
え

お
も
て

る
と
、
煮
え
た
ぎ
っ
て
い
た
湯
が
鎮
ま
る
。
そ
の
時
、
水
の
王
の
面
を
つ
け

た
舞
人
が
出
て
来
て
釡
の
回
り
を
西
の
隅
か
ら
北
、
東
、
南
と
回
る
。
三
周

目
、
西
の
隅
で
釡
の
湯
に
手
を
入
れ
て
見
物
人
に
湯
を
か
け
る
（
湯
切
り
）
。

次
に
火
の
王
が
出
る
。
こ
の
後
四
十
面
が
登
場
し
、
三
周
し
て
戻
っ
て
い
く
。

神
太
夫
夫
妻
：
：
：
神
太
夫
（
猿
田
彦
神
）
、
姥
（
細
目
女
神
）
、
し
ょ
ん
く

じ
い
さ
、
し
ょ
ん
べ
ぱ
あ
さ
と
呼
ば
れ
る
醜
い
老
夫
婦
の
登
場
。
姥
は
手
に

榊
を
も
っ
て
見
物
人
を
た
た
き
見
物
人
は
姥
を
か
ら
か
う
。
一
方
、
弥
宜
と

神
太
夫
は
問
答
を
行
う
。
弥
宜
「
お
前
の
よ
う
な
醜
い
者
は
こ
の
街
道
を
通

す
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
。
太
夫
「
ど
う
し
て
も
通
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
。
問
答

に
負
け
た
太
夫
夫
婦
は
、
刀
と
扇
子
を
取
り
上
げ
ら
れ
て
す
ご
す
ご
と
引
き

返す。
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特集・方法としての祭

猿
楽
：
…
猿
面
に
赤
い
装
束
の
舞
手
に
よ
る
激
し
い
舞
。
（
十
一
時
頃
終

わる）

⑯
神
送
り
…
：
・
神
返
し
の
宜
命
。

か
す
舞
：
．
：
．
大
根
と
豆
腐
の
お
か
ら
を
撤
く
。

ひ
い
な
降
し
：
．
：
・
紙
を
持
っ
て
舞
、
そ
れ
を
四
隅
に
破
っ
て
置
き
、
唱
え

言
を
し
な
が
ら
八
将
神
（
弊
）
を
拾
い
、
火
に
く
く
る
。

金
剣
の
舞
・
…
：
刀
を
持
っ
て
舞
、
最
後
に
湯
か
ざ
り
を
切
り
落
と
す
。

（午前霧時）

⑰
釡
返
し
：
…
湯
を
あ
け
る
恰
好
を
す
る
。

⑬
祭
り
の
終
了
そ
し
て
直
会
。
（
午
前
零
時
半
頃
終
了
。
か
っ
て
は
朝
方
ま

で
行
わ
れ
て
い
た
）

和
田
の
祭
り
の
特
徴
は
、
畷
し
が
太
鼓
だ
け
で
笛
が
な
く
、
舞
に
躍
動
感
が

あ
る
。
釡
が
一
つ
（
他
は
二
つ
か
三
つ
）
で
、
神
返
し
が
丁
寧
。
面
が
多
く
そ

れ
ぞ
れ
の
面
が
と
て
も
よ
く
出
来
て
い
る
と
い
っ
た
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ

ヲ（》０

四
、
神
送
り

こ
の
祭
り
で
特
に
興
味
深
く
感
じ
た
こ
と
は
、
や
は
り
、
神
送
り
の
丁
寧
さ

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
丁
寧
さ
と
い
う
よ
り
徹
底
さ
と
呼
ぶ
べ
き
か
も
し
れ
な

い
。
と
に
か
く
、
儀
礼
と
し
て
は
⑯
「
神
返
し
の
宜
命
」
「
か
す
舞
」
「
ひ
い
な

降
し
」
「
金
剣
の
舞
」
と
四
回
繰
り
返
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

一
般
的
に
は
、
「
神
迎
え
・
神
遊
び
・
神
送
り
」
が
「
祭
り
」
の
基
本
的
な
（４）

構
成
原
理
だ
が
、
そ
の
構
成
原
理
は
こ
の
「
霜
月
祭
」
で
も
貫
か
れ
て
い
る
。

「
神
迎
え
」
は
④
の
「
湯
の
式
」
に
当
た
る
が
、
そ
こ
で
は
、
全
国
の
社
の
神

々
が
宣
命
に
よ
っ
て
詠
承
あ
げ
ら
れ
、
祭
り
の
場
へ
と
呼
ば
れ
る
。
そ
し
て

「
山
に
は
一
万
四
千
の
山
之
御
神
、
大
天
狗
小
天
狗
、
大
天
白
小
天
白
、
地
に

は
小
玉
、
岩
に
は
百
ら
い
、
道
に
は
道
祖
神
、
河
に
は
八
百
水
神
、
海
に
は
七

つ
の
海
竜
、
池
の
主
の
古
い
け
ん
ぞ
く
迄
も
こ
の
御
神
楽
へ
招
じ
ん
申
す
」

と
、
山
や
河
や
海
の
荒
神
や
土
地
の
神
、
春
属
神
に
至
る
ま
で
、
神
は
残
ら
ず

呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
「
神
遊
び
」
と
は
神
と
村
人
と
の
交
歓
だ
が
、
そ
れ
に

お
も
て

当
た
る
の
は
、
「
面
」
の
登
場
と
見
て
い
い
と
思
う
。
村
人
は
「
面
」
の
登
場

の
頃
や
っ
て
き
て
、
祭
り
は
一
気
に
盛
り
上
が
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
⑯
で

神
送
り
と
な
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
「
神
返
し
の
宣
命
」
に
、
「
天
よ
り
来
り
た

る
御
神
等
は
天
二
十
八
宿
天
の
方
の
本
社
へ
と
御
送
り
望
承
申
ス
、
地
の
方
か

ら
来
り
た
る
御
神
等
は
地
は
三
十
六
神
地
の
方
の
本
社
へ
と
望
申
ス
、
此
よ
り

来
た
る
御
神
等
は
方
々
の
本
社
へ
御
送
り
と
望
申
ス
、
其
で
も
残
り
た
る
悪

摩
、
摩
合
木
（
強
気
）
に
ま
し
ま
す
な
ら
、
不
動
の
左
の
御
手
に
は
七
広
半
の

ば
く
な
わ
（
縛
縄
）
持
て
か
ら
め
と
ら
ん
右
の
御
手
に
は
五
尺
二
寸
の
り
げ
ん

（
利
剣
）
を
持
て
差
し
抜
か
ん
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
送
り
は
極
め
て
強
圧

的
で
徹
底
し
た
神
送
り
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
残
っ
て
し
ま
い
そ
う
な
神
に

「
不
動
」
の
「
縛
縄
」
で
縛
り
「
利
剣
」
で
差
し
抜
く
と
威
す
の
で
あ
る
。
次

の
「
か
す
舞
」
で
は
、
そ
れ
で
も
ま
だ
残
っ
て
い
る
神
に
、
も
う
ご
ち
そ
う
は

カ
ス
し
か
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
ら
せ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
次
の
「
ひ
い
な
降
し
」
で
は
湯
飾
り
に
残
る
神
を
追
い
払
う
た
め
の
も
の

で
あ
り
、
さ
ら
に
「
金
剣
の
舞
」
で
、
刀
で
も
っ
て
釡
の
上
の
湯
飾
り
は
切
り

払
わ
れ
る
。
徹
底
し
て
神
が
残
ら
な
い
よ
う
に
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
木
沢
の
祭
り
で
は
、
湯
立
て
神
楽
の
最
高
潮
で
あ
る
「
面
お
ろ

し
」
の
前
に
、
中
祓
い
が
行
わ
れ
、
神
名
帳
で
迎
え
ら
れ
た
全
国
の
社
の
神
々

が
返
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
残
っ
た
神
々
に
お
湯
が
捧
げ
ら
れ
、
大
天
狗
の
面
の

登
場
の
後
、
村
の
中
で
祭
ら
れ
て
い
る
神
々
の
面
、
そ
し
て
最
後
に
天
伯
が
登
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異貌の神々

（５）

場
し
、
神
送
り
が
あ
っ
て
祭
り
が
終
わ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
最
後
の
徹
底

し
た
神
送
り
は
全
国
の
社
の
神
々
を
返
し
た
残
り
の
神
灸
の
送
り
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
も
う
一
種
の
上
村
系
の
程
野
の
祭
り
で
も
、
「
面
お
ろ
し
」
の
前
の

「
鎮
め
の
湯
」
で
全
国
の
社
の
神
々
に
対
し
て
お
帰
り
を
願
い
、
後
は
地
元
の

（６）

神
々
と
村
人
の
交
歓
が
始
ま
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
全
国
の

社
の
神
々
を
一
端
「
神
送
り
」
し
て
か
ら
「
面
」
が
登
場
し
、
「
面
」
が
象
徴

す
る
神
々
と
の
「
神
遊
び
」
の
後
、
そ
の
神
々
の
「
送
り
」
が
徹
底
し
て
行
わ

（７）

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
祭
り
」
の
二
部
構
成
は
基
本
的
に
は
和
田
で
も
同
じ

だ
ろ
う
。
和
田
に
は
木
沢
の
よ
う
な
中
祓
い
が
な
い
が
、
⑬
「
鎮
め
の
湯
」
あ

（８）

る
い
は
⑭
「
や
お
と
め
」
が
そ
れ
に
当
た
る
か
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し

ろ
、
「
神
返
し
の
宣
命
」
「
か
す
舞
」
「
ひ
い
な
降
ろ
し
」
「
金
剣
の
舞
」
と
繰
り

返
さ
れ
、
実
力
行
使
す
ら
さ
れ
る
神
送
り
は
、
荒
神
や
土
地
神
等
の
神
々
に
対

す
る
も
の
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
祭
り
の
中
心
で
あ
る
「
面
お
ろ
し
」
で
登

場
す
る
神
は
地
元
の
神
、
も
し
く
は
天
狗
、
天
伯
等
の
荒
神
等
で
あ
り
、
そ
の

「
面
」
は
ほ
と
ん
ど
が
異
貌
の
神
で
あ
る
。
そ
の
異
貌
さ
は
和
田
の
「
面
」
に

お
い
て
一
番
き
わ
だ
つ
。
こ
の
よ
う
な
異
貌
の
神
と
と
も
に
祭
り
は
一
気
に
盛

り
上
が
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
、
な
か
な
か
帰
ら
な
い
そ
の
異
貌
の
神
々
を
徹

底
し
て
送
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
神
送
り
の
手
続
き
の
中
で
ま
ざ
ま
ざ
と
目
に
浮
か
ん
だ
の
は
、
つ

い
さ
っ
き
ま
で
村
人
と
打
ち
興
じ
て
い
た
異
貌
の
神
々
の
「
未
練
気
」
な
表
情

だ
っ
た
。
神
灸
の
表
情
が
直
に
見
え
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
神
送
り
の
儀

礼
の
構
成
そ
の
も
の
が
神
々
の
そ
の
よ
う
な
表
情
を
作
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

特
に
「
か
す
舞
」
な
ど
は
、
村
人
の
御
馳
走
を
思
い
切
れ
な
い
神
々
の
表
情
を

よ
く
伝
え
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
、
そ
の
よ
う
な
神
の
表
情
を
見
よ
う
と
し
て

い
る
。
木
沢
系
統
の
祭
り
で
は
、
一
番
最
後
に
「
木
の
根
祭
り
」
と
い
う
の
が
明

こ
れ
ら
の
異
貌
の
神
々
は
村
人
の
生
活
の
中
に
組
糸
込
ま
れ
た
近
し
い
神
々

と
言
っ
て
い
い
。
が
、
近
し
い
神
々
だ
か
ら
な
か
な
か
帰
ら
な
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
村
、
抽
象
的
に
言
え
ば
共
同
体
と
神
と
の
関
係
の
様
相
で

あ
っ
て
、
む
し
ろ
、
共
同
体
の
側
が
、
神
を
そ
の
よ
う
な
関
係
の
中
に
位
置
付

け
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
る
べ
き
だ
。
村
人
は
来
年
も
迎
え
る
と
言
う

が
、
帰
ら
な
け
れ
ば
、
縛
っ
て
剣
で
刺
す
と
威
す
。
そ
し
て
、
す
で
に
楽
し
い

祭
り
は
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
執
勧
に
神
に
悟
ら
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
態

度
が
、
ま
る
で
、
毎
年
決
ま
っ
て
お
ゑ
や
げ
を
持
っ
て
や
っ
て
来
る
が
長
居
さ

れ
て
は
困
る
親
戚
を
扱
う
態
度
（
こ
ち
ら
は
威
す
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
が
）
に

似
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、
共
同
体
内
で
培
わ
れ
た
関
係
に
よ
っ
て
神
を
遇
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
腐
れ
縁
の
中
に
神
を
位
置
付

け
方
に
行
わ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
最
後
の
神
送
り
で
、
神
社
の
近
く
の
木
の
根
元

に
紙
に
包
ん
だ
小
豆
と
米
そ
し
て
幣
を
捧
げ
、
最
後
ま
で
帰
ら
な
い
神
を
そ
こ

で
送
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
祭
り
は
、
す
で
に
祭
り
が
終
わ
り
村
人
が
誰

も
居
な
く
な
っ
て
か
ら
、
今
ま
で
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
た
お
宮
の
明
か
り
が
消

さ
れ
、
弥
宜
だ
け
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
祭
っ
た
後
は
、
弥
宜
は
決

し
て
後
を
振
り
返
ら
ず
に
神
社
へ
と
走
っ
て
帰
る
の
だ
と
言
う
。
木
沢
系
の
小

道
木
の
弥
宜
さ
ん
に
聞
い
た
話
で
は
、
お
宮
に
祭
り
の
雰
囲
気
が
残
っ
て
い
て

は
神
が
帰
ら
な
い
か
ら
だ
と
言
う
。
そ
こ
で
送
る
神
と
は
村
の
お
稲
荷
さ
ん
な

ど
の
土
地
の
神
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

「
神
送
り
」
の
意
義
は
、
民
俗
学
や
人
類
学
な
ど
に
よ
っ
て
様
々
に
説
か
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
繰
り
返
さ
な
い
が
、
た
だ
、
こ
の
異
貌
の
神
々

の
「
未
練
気
」
な
表
情
だ
け
が
強
く
印
象
に
残
っ
た
。

五
、
棲
み
分
け
ら
れ
た
神
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特集・方法としての祭

け
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
ら
の
神
は
、
祝
意
を
も
た
ら
す
と
同
時
に
禍
い
も
も
た
ら
す
威
力
あ
る

神
で
あ
る
。
が
、
本
当
の
と
こ
ろ
で
は
、
そ
の
祝
意
や
禍
い
は
村
人
に
と
っ
て

は
た
い
し
た
意
味
を
持
っ
て
は
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
誤
解
を
招
く
言
い
方

だ
が
、
言
い
た
い
こ
と
は
こ
う
だ
。
祝
意
を
願
い
、
禍
い
を
祓
う
と
い
う
こ
と

は
、
共
同
体
の
生
活
に
組
承
込
ま
れ
た
儀
礼
そ
の
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

願
い
に
よ
っ
て
生
活
そ
の
も
の
が
更
新
さ
れ
る
よ
う
な
意
味
を
こ
と
さ
ら
帯
び

た
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
も
し
、
〃
意
味
〃
が
あ
る
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
不
本
意
で
あ
っ
て
も
、
毎
年
同
じ
生
活
が
繰
り
返
さ
れ
る

と
い
う
共
同
体
の
現
実
を
絶
え
ず
つ
き
つ
け
る
〃
意
味
″
な
の
で
は
な
い
か
。

あ
る
い
は
、
楽
し
い
こ
と
も
あ
れ
ば
厳
し
す
ぎ
る
こ
と
も
あ
る
多
様
な
生
活

が
、
結
果
的
に
は
、
「
わ
れ
わ
れ
が
欲
し
も
し
な
か
っ
た
こ
の
不
完
全
な
根
源

は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
『
も
の
ご
と
は
、
そ
の
総
体
に
お
い
て
一
で
あ

る
』
と
い
う
事
実
か
ら
く
る
」
（
『
国
家
に
抗
す
る
社
会
』
）
と
い
う
よ
う
に
グ

ァ
ラ
ニ
族
が
Ｐ
・
ク
ラ
ス
ト
ル
に
啓
示
し
た
よ
う
な
厳
粛
な
事
実
、
私
流
に
解

釈
す
れ
ば
、
ど
ん
な
不
幸
も
不
完
全
な
現
実
も
そ
れ
は
変
化
し
て
い
か
な
い
限

り
に
お
い
て
は
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
ど
ん
な
現
実
で
あ
っ
て
も

そ
れ
は
意
志
的
に
享
受
し
得
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
一
で
あ
る

と
い
う
、
こ
の
事
実
を
嫌
が
う
え
で
も
認
め
さ
せ
る
よ
う
な
〃
意
味
〃
な
の
で

（９）

は
な
い
か
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
「
霜
月
祭
」
の
「
生
ま
れ
清
ま
り
」
と
い
う
の

も
、
毎
年
、
不
完
全
な
現
実
を
意
志
的
に
享
受
す
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
く
こ

と
な
の
で
は
な
い
か
。

も
し
、
祝
意
や
禍
い
を
も
た
ら
す
も
の
と
意
味
づ
け
れ
ば
、
そ
れ
は
、
一
つ

の
変
化
、
不
可
逆
な
変
化
の
開
始
で
あ
る
。
「
泣
い
た
」
ス
サ
ノ
ヲ
が
高
天
原

に
行
っ
て
、
そ
こ
で
再
度
「
神
逐
ら
ひ
」
さ
れ
た
の
は
、
高
天
原
で
は
、
ス
サ

ノ
ヲ
は
、
祝
意
や
禍
い
と
い
っ
た
意
味
の
レ
ベ
ル
で
理
解
さ
れ
た
か
ら
だ
。
だ

か
ら
、
高
天
原
で
の
ス
サ
ノ
ヲ
は
村
の
異
貌
の
神
の
よ
う
な
表
情
は
な
い
。
天

照
大
神
の
再
生
そ
し
て
高
天
原
の
清
浄
さ
の
確
証
と
し
て
「
神
逐
ら
ひ
」
さ
れ

る
。
そ
れ
は
、
不
可
逆
な
変
化
の
始
ま
り
で
あ
り
、
禍
い
の
排
除
と
い
う
一
つ

の
意
味
の
確
定
の
た
め
に
高
天
原
の
聖
性
と
い
う
さ
ら
な
る
意
味
が
生
承
出
さ

れ
る
。
こ
れ
は
、
基
本
的
に
神
話
を
絶
え
ず
生
成
さ
し
て
い
く
時
間
の
始
ま
り

な
の
だ
と
考
え
て
も
よ
い
。
こ
の
始
ま
り
は
た
ぶ
ん
に
わ
れ
わ
れ
が
属
し
て
い

る
時
間
の
始
ま
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
番
め
の
、
未
練
気
に
泣
く
ス
サ
ノ
ヲ

の
「
神
逐
ら
ひ
」
は
、
そ
う
で
な
い
時
間
を
選
択
し
た
側
で
繰
り
返
さ
れ
る

「
神
送
り
」
の
姿
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
毎
年
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
で
、

動
か
な
い
と
い
う
〃
意
味
“
を
作
り
上
げ
て
い
く
共
同
体
の
側
だ
。
こ
の
霜
月

祭
の
神
送
り
の
風
景
で
見
た
、
「
未
練
気
」
な
表
情
を
持
つ
異
貌
の
神
々
は
、

こ
の
動
か
な
い
現
実
と
し
て
選
択
さ
れ
た
側
に
腐
れ
縁
と
し
て
付
き
合
う
こ
と

に
な
る
。
神
話
以
前
の
ス
サ
ノ
ヲ
な
の
で
あ
る
。

何
故
、
異
貌
の
神
々
な
の
か
。
彼
ら
は
、
村
人
に
変
化
し
つ
づ
け
さ
ら
な
る

意
味
を
求
め
さ
せ
る
よ
う
な
意
味
を
与
え
な
い
。
だ
か
ら
神
話
上
の
神
で
は
な

い
。
さ
ら
な
る
意
味
づ
け
に
よ
っ
て
想
像
さ
れ
た
神
で
は
な
い
。
傍
ら
に
居
る

こ
と
が
受
動
的
に
直
感
さ
れ
た
神
と
い
っ
て
も
よ
い
。
起
源
と
し
て
時
間
の
彼

方
に
抽
象
さ
れ
た
神
で
は
な
く
、
共
同
体
の
す
ぐ
近
く
で
棲
承
分
け
ら
れ
て
い

る
神
で
あ
る
。
そ
の
場
所
か
ら
、
変
化
し
て
い
く
時
間
の
側
に
属
す
共
同
体
の

起
源
や
秩
序
と
い
っ
た
幻
想
の
生
成
を
冷
や
か
に
覗
い
て
い
る
神
で
あ
る
か
ら

こ
そ
、
そ
の
共
同
体
と
の
近
し
い
距
離
が
顔
に
刻
印
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
、
共
同
体
の
幻
想
そ
の
も
の
に
最
初
か
ら
関
与
せ
ず
、

む
し
ろ
そ
う
い
っ
た
幻
想
の
根
拠
の
希
薄
さ
を
絶
え
ず
近
い
距
離
か
ら
思
い
知

ら
せ
る
存
在
な
の
だ
。
だ
か
ら
、
そ
の
貌
は
、
幻
想
の
側
で
の
好
意
的
な
造
形
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異貌の神々

続
す
る
関
係
の
喪
失
で
あ
り
、
頼
一

れ
縁
の
解
消
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。

か
ら
外
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
表
情
こ
そ
が
ま
さ
に
異
貌
な
の
で
あ
る
。

遠
山
郷
の
人
友
に
と
っ
て
、
「
面
お
ろ
し
」
で
登
場
す
る
神
々
は
、
腐
れ
縁

と
し
て
付
き
合
う
外
な
い
、
近
く
に
棲
承
分
け
ら
れ
た
神
達
で
あ
っ
て
、
遠
山

郷
の
人
々
が
否
応
無
く
巻
き
込
ま
れ
て
行
く
現
在
と
い
う
時
間
の
只
中
で
と
ど

ま
っ
て
い
る
時
に
、
ま
さ
に
現
れ
る
神
達
な
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
前
半
で
呼

ば
れ
る
全
国
の
社
の
神
な
は
、
遠
山
郷
が
東
京
化
さ
れ
て
も
来
る
だ
ろ
う
が
、

異
貌
の
神
々
は
決
し
て
現
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
環
境
の
変
化

に
よ
っ
て
棲
む
場
所
が
な
く
な
っ
た
か
ら
と
い
う
の
で
は
な
く
、
遠
山
郷
の
人

々
が
、
ど
ん
な
に
不
完
全
で
あ
っ
て
も
、
意
志
的
に
選
択
し
た
現
実
で
あ
る
限

り
そ
れ
は
一
で
あ
る
よ
う
な
現
在
を
、
放
棄
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た

事
態
は
す
で
に
進
行
し
て
い
る
。
実
際
、
多
く
の
「
祭
り
」
が
縮
小
さ
れ
継
続

が
難
し
く
な
っ
て
い
る
と
聞
く
。
そ
れ
は
、
遠
山
郷
の
人
々
の
「
祭
り
」
を
継

続
す
る
関
係
の
喪
失
で
あ
り
、
頼
ま
な
く
て
も
顔
を
出
す
異
貌
の
神
々
と
の
腐

六
、
文
学
研
究
と
祭
り

文
学
研
究
と
は
、
ひ
と
え
に
変
化
す
る
不
可
逆
の
時
間
が
作
り
出
し
た
も
の

の
追
認
で
あ
り
、
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
祭
り
の
持
つ
、
意
志
的
な
動
か
な
い

時
間
の
世
界
に
も
た
ら
さ
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
た
だ
た
だ
圧
倒
さ
れ
る
か
、
さ

ら
な
る
意
味
の
構
築
で
も
っ
て
文
学
研
究
の
側
が
武
装
す
る
他
な
か
っ
た
。

正
直
い
っ
て
、
そ
う
い
っ
た
事
態
の
前
で
、
自
分
は
い
か
に
無
力
で
あ
る
か

を
思
い
知
る
。
「
祭
り
」
の
消
滅
を
止
め
る
べ
き
か
ど
う
か
す
ら
の
判
断
も
出

来
な
い
。
が
、
同
じ
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
属
す
現
実
で
も
起
こ
っ
て
い
る
は

ず
で
あ
る
。
そ
れ
へ
の
洞
察
な
く
し
て
、
恐
ら
く
、
「
祭
り
」
に
か
か
わ
る
こ

と
の
ど
ん
な
態
度
も
見
い
だ
せ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

注
（
１
）
西
郷
信
綱
『
古
事
記
注
釈
』
第
一
巻
（
平
凡
社
）

（
２
）
和
田
の
祭
り
の
次
第
は
、
実
際
の
調
査
を
も
と
に
し
た
も
の
だ
が
、
『
南
信
濃
村

史
』
（
南
信
濃
村
乞
認
）
や
、
地
元
の
人
の
式
次
第
の
印
刷
物
も
参
照
し
て
い
る
。

な
お
、
宣
命
の
引
用
は
『
南
信
濃
村
史
』
に
よ
る
。
次
第
は
、
全
体
が
見
渡
せ
る

よ
う
に
簡
単
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
き
ち
ん
と
そ
の
全
体
を
分
析
し

た
い
と
思
っ
て
い
る
。

（
３
）
『
南
信
濃
村
史
』
で
は
「
三
人
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
は
「
五
人
」
で
舞

われていた。

（
４
）
藤
木
典
子
は
「
坂
部
の
冬
祭
り
試
論
」
（
「
神
語
り
研
究
』
一
号
・
神
語
り
研
究

会
編
・
五
月
社
岳
麗
）
で
、
坂
部
の
冬
祭
り
で
は
、
「
神
迎
え
・
神
慰
み
・
神
返

し
」
の
形
式
が
、
式
次
第
の
中
の
個
々
の
次
第
や
全
体
の
流
れ
に
も
組
み
込
ま
れ

て
、
完
成
度
の
高
い
立
体
的
構
成
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
「
神
慰
み
」
は
「
湯
立
て
」

と
「
舞
」
の
内
容
を
持
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
基
本
的
に
遠

山
郷
の
「
霜
月
祭
」
に
も
あ
て
は
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
遠
山
郷
の
場
合

は
、
全
体
が
二
部
構
成
に
な
っ
て
い
て
、
前
半
の
「
湯
立
て
』
が
神
事
、
後
半
の

「
面
お
ろ
し
」
は
芸
能
的
色
彩
が
濯
ぐ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
祭
り
の
構
成
原
理
が
働
い

が
、
し
か
し
、
遠
山
郷
の
人
を
も
ま
た
変
化
す
る
時
間
の
中
に
い
る
の
で
あ

り
、
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
動
か
な
い
時
間
の
中
に
い
る
。
そ
う
い
っ
た
、
お
互
い

自
身
の
拮
抗
し
あ
う
現
在
を
開
き
あ
う
と
い
う
意
味
以
外
に
、
わ
れ
わ
れ
が

「
祭
り
」
に
行
く
こ
と
の
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
文
学
研
究

が
「
祭
り
」
と
接
点
を
持
ち
得
る
と
す
れ
ば
、
文
学
研
究
の
中
で
拮
抗
し
あ
う

現
在
を
く
ま
な
く
照
ら
し
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
祭
り
」
を
支
え
る
異
貌
の

神
だ
が
案
外
わ
れ
わ
れ
の
近
く
で
も
覗
い
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
よ
う
な
こ
と

を
感
じ
と
る
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の

動
く
現
実
と
動
か
な
い
現
実
と
が
入
り
交
じ
る
多
様
な
現
状
を
掛
値
な
し
に
明

ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
今
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
の
方
法
を
「
祭

り
」
は
与
え
て
く
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
「
祭
り
」
の
担
い
手
よ
り
詰
れ
わ
れ

の
方
が
得
る
こ
と
は
多
い
。
こ
れ
は
不
公
平
で
あ
り
、
「
祭
り
」
に
行
く
こ
と

の
厳
し
さ
を
わ
れ
わ
れ
に
つ
き
つ
け
る
の
で
あ
る
。
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特集・方法としての祭

Ｉ て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
５
）
『
南
信
濃
村
史
』
の
解
説
に
よ
る
。

（
６
）
三
隅
治
雄
『
芸
能
の
谷
・
第
一
巻
」
（
新
葉
社
后
ｇ
）
祠
岳
『

（
７
）
武
井
正
弘
は
こ
の
二
部
構
成
に
関
し
て
、
前
半
の
素
面
で
の
舞
は
神
を
喜
ば
せ

る
も
の
で
、
後
半
の
面
を
つ
け
た
舞
は
、
地
域
の
神
や
守
謹
神
達
が
面
を
つ
け
た

姿
で
こ
の
世
に
現
れ
、
祭
り
を
し
て
く
れ
た
礼
と
し
て
村
人
を
こ
と
ほ
ぐ
も
の
で

あ
り
、
そ
し
て
、
間
に
ナ
カ
モ
ウ
シ
と
い
う
直
会
が
あ
る
が
そ
れ
は
本
来
村
人
の

魂
の
継
承
儀
礼
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
（
遠
山
常
民
大
学
講
義
録

羽
号
（
平
成
元
年
三
月
一
日
発
行
）

特
集
〔
〈
読
み
〉
の
研
究
史
〕

共
同
体
・
共
同
性
・
共
同
幻
想

外
部
・
境
界

王権
神
謡鎮魂呪性

「
古
代
文
学
」
総
目
録

村
井
紀

丸
山
隆
司

呉
哲
男

吉
田
修
作

津
田
博
幸

猪
股
と
き
わ

来
目
部
の
役
割

安
康
記
の
大
長
谷
王
像

万
葉
集
に
お
け
る
「
海
人
」
に
つ
い
て

「
向
つ
峰
」
の
呪
性

ｌ
后
沼
．
い
ご
Ｉ
常
民
大
学
事
務
局
編
よ
り
）
。

（
８
）
こ
の
こ
と
は
、
后
忠
年
の
和
田
の
祭
り
で
ご
一
諸
し
た
武
井
氏
か
ら
示
唆
さ
れ

た
こ
と
だ
が
、
和
田
の
祭
り
は
か
な
り
省
略
さ
れ
て
お
り
、
現
段
階
で
は
推
測
に

過
ぎ
な
い
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

（
９
）
奥
三
河
の
花
祭
や
冬
祭
も
総
称
し
て
「
鮪
月
祭
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

ら
、
天
流
川
上
流
を
は
さ
ん
だ
山
深
い
地
域
で
行
わ
れ
て
い
る
祭
り
は
、
「
生
ま

れ
清
ま
り
」
と
呼
ば
れ
る
再
生
儀
礼
の
趣
の
強
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
武

井
正
弘
「
花
祭
の
世
界
」
『
日
本
祭
祀
研
究
資
料
集
成
第
四
巻
』
）
。多

田
元

長
野
一
雄

岡
村
美
恵
子

細
川
純
子
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