
諏訪の「御柱祭」より

な
ぜ
お
祭
り
を
見
る
の
か
。
お
祭
り
の
興
奮
が
通
り
す
ぎ
た
心
身
に
訪
れ
る

爽
快
さ
を
味
わ
い
に
、
い
つ
も
ど
こ
と
定
め
た
わ
け
で
な
く
「
お
祭
り
」
と
聞

け
ば
飛
び
出
し
て
い
っ
た
だ
け
だ
っ
た
。
お
よ
そ
、
な
ぜ
お
祭
り
を
見
る
か
な

ど
と
こ
と
改
め
て
問
う
た
こ
と
も
な
い
よ
う
に
思
う
。
与
え
ら
れ
た
テ
ー
マ
は

難
問
だ
。
だ
が
、
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。

お
ん
ぱ
し
ら

昭
和
六
一
年
寅
歳
、
三
月
一
日
、
た
ま
た
ま
諏
訪
大
社
上
社
の
御
柱
祭
の

「
奥
山
出
し
」
に
出
か
け
る
機
会
を
も
っ
た
。
こ
の
御
柱
祭
の
神
祭
諸
行
事
は

神
木
の
選
定
と
い
う
二
年
前
か
ら
の
準
備
の
期
間
を
経
て
、
当
年
三
月
の
伐
採

た
て
ふ
る
お
ん
ぱ
し
ら

か
ら
始
ま
り
、
山
出
し
、
里
曳
き
、
曳
き
建
、
古
御
柱
祭
ま
で
の
上
社
関
係
の

祭
儀
だ
け
で
も
四
ヵ
月
を
要
す
る
。
さ
ら
に
、
小
宮
や
牧
（
ま
き
）
の
御
柱
祭

ま
で
加
え
る
と
、
秋
ま
で
か
か
る
と
聞
い
た
。
と
も
か
く
、
三
月
初
め
よ
り
御

柱
に
関
わ
り
は
じ
め
る
や
、
途
中
で
や
め
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
く
な
っ
て
し
ま

っ
た
。
こ
の
通
い
あ
げ
た
報
告
書
を
「
諏
訪
大
社
式
年
造
営
御
柱
祭
の
研
究
Ｉ

上
社
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
（
立
正
大
学
人
文
科
学
研
究
所
年
報
二
六
号
・
昭
和
六

三
年
度
）
と
題
し
て
作
成
を
試
ゑ
た
。
意
図
し
た
と
こ
ろ
は
、
神
祭
の
諸
行
事

を
追
っ
て
そ
の
流
れ
を
報
告
す
る
こ
と
と
、
「
御
柱
祭
」
に
用
い
ら
れ
る
独
特

ｌ
特
集
・
方
法
と
し
て
の
祭

諏
訪
の
「
御
柱
祭
」
よ
り

は
じ
め
に

の
お
祭
り
用
語
（
「
御
柱
祭
彙
」
）
を
採
集
し
て
解
説
を
試
承
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
経
験
と
作
業
過
程
を
ふ
ま
え
て
、
御
柱
祭
を
ど
の
よ
う
に
見
て
承

る
か
と
い
う
方
向
で
、
方
法
と
し
て
の
祭
り
、
と
い
う
問
い
か
け
に
応
え
て
承

よ
う
と
思
う
。
そ
の
中
心
的
な
思
考
は
、
神
祭
が
神
話
の
実
修
で
あ
る
と
い
う

捉
え
方
に
つ
き
る
よ
う
に
思
う
。
ど
の
よ
う
な
神
話
（
幻
想
）
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
か
、
そ
れ
が
古
代
文
献
の
読
ゑ
と
ど
う
つ
な
が
る
か
と
い
う
こ
と
で

ある。

一
、
諏
訪
の
御
柱
祭
に
つ
い
て

諏
訪
大
社
は
諏
訪
湖
を
は
さ
ん
で
南
に
位
置
す
る
上
社
、
北
に
位
置
す
る
下

社
に
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
の
宮
を
持
つ
神
社
で
あ
り
、
形
態
的
に
も
独
特
で
あ
る
と

いえよう。

上
社
本
宮
祭
神
建
御
名
方
神
諏
訪
市
中
洲

前
宮
八
坂
刀
売
神
茅
野
市
宮
川

下
社
春
宮
建
御
名
方
神
八
坂
刀
売
神
諏
訪
郡
下
諏
訪
町

秋
宮
配
祀
八
重
事
代
主
神
諏
訪
郡
下
諏
訪
町

こ
の
上
社
、
下
社
に
共
通
す
る
祭
が
七
年
毎
、
す
な
わ
ち
寅
と
申
の
歳
に
行
わ

れ
る
「
諏
訪
大
社
式
年
造
営
御
柱
祭
」
で
あ
り
、
広
く
「
諏
訪
の
御
柱
祭
」
で

近
藤
信
義
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特集・方法としての祭
知
ら
れ
る
。
「
式
年
造
営
」
と
は
祭
神
遷
座
の
た
め
の
宝
殿
を
造
営
す
る
こ
と

で
あ
る
が
、
上
社
の
場
合
は
本
宮
に
新
旧
の
宝
殿
が
あ
り
、
下
社
の
場
合
は
春

宮
、
秋
宮
に
そ
れ
ぞ
れ
新
旧
の
宝
殿
を
持
っ
て
い
る
の
で
そ
の
造
営
は
上
社
に

比
し
て
複
雑
で
あ
る
。
た
だ
し
諏
訪
大
社
の
場
合
、
遷
座
は
式
年
の
歳
に
造
営

さ
れ
た
新
宝
殿
に
遷
る
の
で
は
な
く
、
七
年
間
雨
風
に
さ
ら
さ
れ
た
宝
殿
に
遷

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
独
特
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
の
こ
と
だ
が
、
や

は
り
相
応
の
由
来
や
理
由
が
あ
る
に
違
い
な
い
の
だ
が
、
よ
く
わ
か
ら
ぬ
こ
と

の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
間
の
事
情
を
『
諏
方
大
明
神
絵
詞
』
に
「
先
年
造
替
ノ

新
社
〈
七
廻
ノ
星
霜
ヲ
フ
レ
バ
、
天
水
是
ヲ
洗
上
、
降
露
カ
ハ
ク
事
ナ
シ
、
当

社
奇
特
ノ
随
一
ナ
リ
。
自
ラ
潔
斎
シ
テ
今
度
遷
宮
ヲ
ナ
シ
奉
ル
：
：
：
」
と
記
し

て
い
る
が
、
果
た
し
て
こ
の
理
解
が
本
来
的
な
理
由
を
解
い
て
い
る
も
の
か
確

か
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
も
つ
と
別
の
考
え
方
、
事
情
が
ひ
そ
ん
で
い
る
の
か

も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
遷
座
祭
は
神
社
側
の
祭
り
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
「
御
柱
祭
」
は
諏

訪
（
古
く
は
信
濃
）
一
円
の
氏
子
達
の
祭
り
で
あ
る
。
祭
り
の
主
役
は
オ
ン
バ

シ
ラ
と
呼
ば
れ
る
神
木
で
あ
り
、
神
社
の
四
隅
に
曳
き
建
て
る
祭
り
で
あ
る
。

上
社
の
場
合
、
神
社
東
方
に
当
た
る
八
ヶ
岳
、
そ
の
一
峰
の
阿
彌
陀
岳
の
支
峰

お

こ

や

は

の
御
小
屋
山
（
山
の
形
状
か
ら
見
れ
ば
阿
彌
陀
岳
の
端
山
と
言
え
る
）
一
帯
が

社
の
神
領
地
で
あ
る
。
こ
の
山
中
に
自
生
す
る
樅
の
大
木
八
本
を
神
木
と
し

て
、
祭
年
に
先
立
つ
二
年
前
の
夏
よ
り
仮
り
の
見
立
て
（
選
定
）
の
作
業
に
入

り
、
本
見
立
て
（
一
年
前
夏
）
を
経
て
当
年
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。

現
在
で
は
御
柱
の
伐
採
は
地
区
毎
に
籔
を
引
い
て
そ
の
担
当
を
決
め
て
い
る

が
、
以
前
は
八
人
衆
（
山
作
り
）
だ
け
の
作
業
で
あ
っ
た
と
い
う
。
明
治
期
は

ま
だ
八
人
衆
で
行
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
伐
採
は
一
週
間
も
山
に
籠
も
り
き
り

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
伐
採
の
作
業
自
体
が
山
作
り
衆
の
神
聖
な
作

業
で
あ
っ
て
、
厳
し
い
精
進
を
経
て
行
わ
れ
て
い
た
。
現
在
も
そ
の
神
事
的
か

つ
儀
式
的
遺
風
は
保
た
れ
て
お
り
、
御
小
屋
山
の
山
の
神
に
安
全
を
祈
願
し
た

上
で
伐
採
に
と
り
か
か
る
が
、
ど
の
神
木
も
山
作
り
が
先
ず
、
神
斧
を
用
い
て

一
の
斧
を
入
れ
な
け
れ
ば
、
他
の
誰
も
こ
の
神
木
に
斧
（
よ
き
）
を
入
れ
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
い
う
徒
が
守
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
伐
採
式
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
現
在
の
伐
採
式
は
山
作
り
た
ち
の
作
業
を
儀
式
化
し
た
も
の
だ
。
儀
式
と

は
模
擬
的
か
つ
象
徴
的
行
為
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
こ
に
本
来
的
な
有
り
方
が

ほ
の
見
え
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
の
儀
式
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
伐
採
と
い
う
具
体
的
な
作
業
に
入
る
。

現
在
は
氏
子
た
ち
が
行
う
が
、
し
か
し
そ
の
作
業
は
本
来
山
作
り
衆
の
行
っ
た

と
同
じ
方
法
で
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
の
意
味
付
け
が
貼
り
つ
い
て
い

る
。
つ
ま
り
最
も
始
原
的
な
伐
採
方
法
が
そ
の
ま
ま
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
山
作
り
が
一
の
斧
を
入
れ
る
と
い
う
の
も
そ
の
意
味
の
確
認
で
あ
る
。
ま

た
実
際
、
伐
採
は
終
始
、
斧
（
よ
き
）
を
主
体
に
し
、
鋸
は
補
助
的
に
用
い
ら

れ
る
だ
け
で
あ
る
。

二
、
御
柱
の
曳
行

き
や

お

こ

や

木
遣
り
歌
の
中
に
「
御
小
屋
の
山
の
樅
の
木
は
里
に
く
だ
り
て
神
と
な
る
」

と
い
う
歌
詞
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
神
木
の
運
命
を
よ
く
表
し
て
い
る
と
同
時
に
、

や
童
だ

さ
と
ひ

お
祭
り
全
体
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
神
木
の
曳
行
は
、
山
出
し
祭
、
里
曳
き
祭

の
二
度
の
大
き
な
祭
礼
を
経
る
こ
と
に
な
る
。
昭
和
六
一
年
四
月
四
、
五
、
六

日
が
山
出
し
祭
、
五
月
三
、
四
、
五
日
が
里
曳
き
祭
で
あ
っ
た
。

お
ん

山
出
し
祭
は
御
小
屋
山
の
山
麓
の
綱
置
き
場
か
ら
茅
野
市
安
国
寺
の
御
柱
屋

お
ん

敷
ま
で
の
約
一
二
キ
ロ
の
、
通
称
御
柱
街
道
を
曳
行
す
る
。
里
曳
き
祭
は
前
宮

ひ

た

ま
で
の
約
○
・
六
キ
ロ
、
本
宮
ま
で
の
約
二
・
二
キ
ロ
を
曳
行
し
て
曳
き
建
て
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諏訪の「御柱祭」より

を
行
う
。
ど
ち
ら
も
延
べ
人
数
で
い
え
ば
三
○
万
人
を
越
す
人
出
と
な
り
諏
訪

中
の
熱
狂
ぶ
り
が
知
れ
よ
う
と
云
う
も
の
で
あ
る
。
「
人
を
見
た
く
ぱ
御
柱
」

と
は
よ
く
云
っ
た
も
の
だ
。
上
社
曳
行
の
特
徴
は
神
木
に
メ
ド
テ
コ
と
い
う
飾

り
を
前
後
に
つ
け
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
た
め
と
か
、
糧
取
り

に
な
る
と
か
い
わ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
道
中
の
智
恵
が
生
承
出
し
た
と
思
わ

れ
る
が
、
効
果
的
な
装
飾
で
も
あ
る
。

曳
行
に
お
い
て
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
、
御
柱
が
休
息
す
る
と
こ
ろ
、
即
ち

綱
置
き
場
も
御
柱
屋
敷
も
、
そ
れ
ぞ
れ
山
麓
の
境
界
地
、
宮
領
域
（
と
考
え
ら

れ
る
）
の
境
界
地
に
位
置
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
通

ね

ね

過
地
点
に
い
く
つ
か
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
り
、
た
と
え
ば
寝
の
神
（
玉
川
地
区
子

の
神
）
は
か
つ
て
は
本
宮
一
の
御
柱
が
必
ず
一
夜
を
過
ご
し
た
地
点
と
い
わ
れ

て
い
る
。
こ
こ
は
山
里
と
人
里
の
境
界
地
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
後

に
触
れ
る
が
木
落
と
し
坂
も
川
越
し
地
点
も
そ
れ
ぞ
れ
境
界
と
し
て
の
意
味
を

持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
境
界
点
は
す
べ
て
特
殊
な
場
所
と
い
え
る
。
神

木
の
通
過
は
そ
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
。

曳
行
は
神
木
の
先
端
部
分
を
細
工
し
て
雌
雄
二
本
の
太
い
曳
き
綱
を
と
り
つ

け
る
。
中
に
は
二
○
○
メ
ー
ト
ル
も
あ
ろ
う
か
と
い
う
長
大
な
も
の
も
あ
る
。

こ
の
綱
に
氏
子
た
ち
は
さ
ら
に
細
い
自
分
用
の
綱
を
巻
き
つ
け
て
そ
れ
を
持
っ

て
曳
く
。
曳
行
に
必
要
な
こ
と
は
こ
の
神
木
を
常
に
地
面
を
引
き
ず
っ
て
ゆ
く

こ
と
で
あ
っ
て
、
決
し
て
か
つ
い
だ
り
は
し
な
い
。
こ
の
習
わ
し
も
神
木
が
神

の
木
と
し
て
成
長
す
る
上
で
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
地

霊
と
の
交
歓
と
い
う
要
素
も
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
土
地
霊
を
付
着
さ
せ

る
と
い
う
考
え
か
も
し
れ
な
い
。

木
落
と
し
、
川
越
し
と
呼
ば
れ
る
難
所
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
街
道
中
の
自
然

の
障
壁
地
点
だ
が
、
こ
の
通
過
に
曳
き
手
の
力
量
と
度
胸
が
試
さ
れ
る
こ
と
に

も
な
り
、
ひ
と
び
と
の
思
い
入
れ
が
生
じ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

か

み

か

わ

，

木
落
と
し
坂
と
呼
ば
れ
る
場
所
は
御
柱
街
道
が
上
川
に
ぶ
つ
か
っ
て
崖
状
に

な
っ
て
い
る
地
点
で
あ
る
。
こ
の
坂
上
に
立
っ
て
承
る
と
、
坂
下
に
人
家
が
並

び
、
そ
の
向
こ
う
に
Ｊ
Ｒ
線
を
隔
て
て
上
社
の
杜
が
見
え
て
い
る
。
全
長
二
○

○
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
、
最
初
の
五
○
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
は
四
○
度
ほ
ど
の
急
勾
配
と

な
っ
て
い
る
。
こ
こ
は
命
が
け
の
難
所
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
神
力
の
頼
り
を

得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
れ
ゆ
え
に
最
大
の
見
せ
場
で
も
あ
る
の
で

各
御
柱
と
も
装
い
を
と
と
の
え
る
。
メ
ド
テ
コ
な
ど
も
特
別
大
き
な
も
の
に
取

り
替
え
て
派
手
さ
を
競
う
。
メ
ド
テ
コ
上
に
は
お
揃
い
の
は
つ
ぴ
、
曲
乗
り
も

あ
る
。
お
ん
べ
を
ふ
り
、
ラ
ッ
パ
隊
、
木
遣
の
歌
い
手
が
喉
を
競
い
景
気
と
緊

張
感
を
盛
り
上
げ
て
ゆ
く
。
ま
た
神
木
の
先
端
の
位
置
を
誰
が
占
め
る
か
も
話

題
の
種
と
な
る
。
神
木
の
曳
行
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
共
同
作
業
の
円
滑
な
作

業
に
よ
っ
て
成
就
す
る
わ
け
だ
が
、
ま
た
そ
こ
に
地
域
連
帯
の
協
調
が
生
承
出

さ
れ
て
く
る
わ
け
だ
が
、
そ
う
し
た
全
体
的
な
一
面
と
と
も
に
、
見
せ
場
に
お

い
て
は
個
人
の
卓
越
し
た
力
量
の
競
演
と
、
そ
れ
を
賞
賛
す
る
周
囲
と
の
活
気

に
満
ち
た
対
応
が
生
承
だ
さ
れ
る
。
神
事
が
芸
能
を
呼
び
出
し
て
く
る
現
場
で

も
あ
る
。
荒
な
し
い
が
た
く
ま
し
い
芸
が
発
生
し
て
い
る
。

木
落
と
し
坂
を
あ
た
か
も
飛
行
機
の
胴
体
着
陸
の
よ
う
な
迫
力
を
も
っ
て
す

み
や
か
わ

く
り
下
り
た
神
木
は
次
に
川
越
し
が
待
っ
て
い
る
。
八
ヶ
岳
に
発
す
る
宮
川
の
ご
せ
ん

雪
解
け
水
は
四
月
上
旬
で
も
身
を
切
る
よ
う
に
冷
た
い
と
言
う
。
御
柱
の
御
洗

し
ん

も
り

身
と
も
い
っ
て
い
る
が
、
山
出
し
最
後
の
難
所
で
あ
る
。
「
青
木
の
杜
」
と
呼
ぶ
渡

河
点
は
、
幅
約
四
○
メ
ー
ト
ル
、
川
の
改
修
前
は
六
○
メ
ー
ト
ル
は
あ
っ
た
と
い

う
。
こ
こ
は
綱
の
曳
き
方
（
曳
き
綱
衆
と
も
い
う
）
に
は
土
手
を
隔
て
て
い
る
た

め
に
神
木
は
見
え
ず
、
柱
方
と
曳
き
方
と
の
呼
吸
の
合
わ
せ
方
が
最
も
難
し
い
。

気
合
を
合
わ
せ
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
木
遣
の
歌
い
手
に
よ
っ
て
双
方
の
呼
吸
が
整
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三
、
御
柱
祭
蕊
か
ら
、
オ
ン
パ
シ
ラ
・
ミ
ハ
シ
ラ

御
柱
屋
敷
か
ら
お
宮
ま
で
の
道
中
を
、
里
曳
き
と
い
う
。
上
社
は
五
月
三
、

四
、
五
日
を
か
け
て
行
わ
れ
た
。
山
出
し
の
荒
々
し
さ
が
消
え
て
、
明
る
い
お

祭
り
気
分
が
里
を
お
お
う
。
四
日
、
五
日
と
順
次
御
柱
は
曳
き
建
て
ら
れ
て
ゆ

く
。
中
で
も
華
や
か
で
見
映
え
が
す
る
の
は
何
と
い
っ
て
も
本
宮
一
で
あ
る
。

諏
訪
の
神
社
が
な
ぜ
四
隅
に
御
柱
を
た
て
る
の
か
、
こ
れ
に
は
諸
説
が
あ

え
ら
れ
、
こ
れ
を
何
度
も
繰
り
返
し
な
が
ら
川
を
越
え
て
ゆ
く
。
し
か
し
渡
河

に
危
険
は
つ
き
も
の
で
、
神
木
か
ら
振
り
落
と
さ
れ
て
川
に
流
さ
れ
る
氏
子
も

や
そ
う
ぢ
か
は

続
出
す
る
。
万
葉
集
に
「
藤
原
宮
の
役
民
の
作
歌
」
に
「
・
…
：
八
十
宇
治
河
に

た
ま
も

そ

み
た
み

玉
藻
な
す
浮
か
べ
流
せ
れ
其
を
取
る
と
さ
わ
ぐ
御
民
も
家
忘
れ
身

も
た
な
知
ら
ず
鴨
じ
も
の
水
に
浮
き
い
て
．
…
：
」
（
巻
一
・
五
○
）
と
歌

わ
れ
て
い
る
光
景
の
再
現
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
も
長
く
三
日
に
お
よ
ぶ
曳
行

を
経
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
難
所
を
越
え
る
伎
価
を
氏
子
た
ち
が
会
得
し

て
ゆ
く
結
果
が
こ
こ
に
表
れ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。
木
遣
歌
は
「
協
力
一
致
で

な

お
願
い
だ
Ｉ
」
を
鳴
き
（
歌
う
こ
と
）
続
け
る
。

こ
の
よ
う
に
山
出
し
は
い
く
つ
も
の
難
所
を
経
て
御
柱
屋
敷
に
引
き
つ
け
ら

れ
る
。
そ
の
三
日
を
ふ
り
か
え
っ
て
見
る
と
、
そ
れ
は
正
し
く
神
の
巡
行
の
姿

が
そ
こ
に
再
現
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
神
木
と
氏
子
が

一
体
と
な
っ
て
巡
行
し
て
い
る
姿
で
あ
る
。
山
を
越
え
、
坂
を
越
え
、
川
を
越

え
、
そ
し
て
人
里
近
く
の
お
旅
所
と
し
て
の
御
柱
屋
敷
に
し
ば
し
の
休
息
を
と

る
こ
と
に
な
る
。
ま
こ
と
に
見
事
な
ま
で
の
神
劇
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
く
、

演
出
も
巧
象
で
あ
る
。
苦
難
の
巡
行
の
果
て
に
よ
う
や
く
鎮
ま
る
場
所
を
見
出

す
、
『
風
土
記
』
に
数
多
く
見
ら
れ
る
神
の
巡
行
に
よ
る
命
名
、
即
ち
地
名
起

原
諏
の
実
修
を
こ
こ
に
見
る
思
い
が
す
る
。

る
。
そ
の
紹
介
は
『
諏
訪
の
御
柱
祭
』
（
宮
坂
清
通
・
甲
陽
書
房
）
に
詳
し
い
。

ま
た
新
た
な
見
解
が
『
御
柱
祭
と
諏
訪
大
社
』
（
筑
摩
書
房
一
九
八
七
）
に
紹

介
さ
れ
て
い
る
の
で
そ
れ
ら
に
ゆ
ず
る
。
た
お
ん
ぱ
し
ら

と
こ
ろ
で
御
柱
を
建
て
る
こ
と
を
、
「
建
て
御
柱
」
と
多
く
耳
に
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
式
年
御
柱
大
祭
の
祝
詞
を
聞
く
と
「
お
お
承
は
し
ら
ひ
き
た
て
の
云

ふ
る

々
」
「
承
は
し
ら
た
て
云
々
」
「
古
承
は
し
ら
云
々
」
、
と
聞
こ
え
て
く
る
。
そ

こ
で
あ
ら
た
め
て
御
柱
に
用
い
ら
れ
る
祭
り
語
彙
を
見
直
し
て
承
る
と
気
付
か

さ
れ
る
こ
と
が
い
く
つ
も
出
て
き
た
。
中
で
も
特
徴
的
な
表
現
は
、

オ
ン
バ
シ
ラ
ー
承
は
し
ら

タ
テ
オ
ン
バ
シ
ラ
ー
承
は
し
ら
ひ
き
た
て

の
二
つ
が
あ
る
。
こ
れ
は
神
木
を
め
ぐ
っ
て
氏
子
た
ち
は
オ
ン
バ
シ
ラ
・
タ
テ

オ
ン
バ
シ
ラ
、
と
呼
び
、
こ
れ
が
通
用
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
里
方

の
こ
と
ば
と
象
な
す
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
一
方
、
祝
詞
を
含
む
神
社
側

は
、
承
は
し
ら
・
承
は
し
ら
ひ
き
た
て
、
と
呼
ん
で
い
る
わ
け
で
、
こ
れ
を
宮

方
の
こ
と
ば
と
承
な
す
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
し
か
も
「
タ
テ
オ
ン
バ
シ

ラ
」
は
「
承
は
し
ら
ひ
き
た
て
」
に
対
し
て
逆
語
序
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ

と
ば
の
持
ち
手
に
よ
る
差
異
を
ど
の
よ
う
に
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

尊
称
の
接
頭
語
オ
ン
は
オ
ホ
ミ
ー
オ
ホ
ン
ー
オ
ン
と
変
化
し
て
き
た
も
の
と

言
わ
れ
る
。
オ
ホ
ン
は
中
古
に
な
っ
て
表
れ
る
形
で
古
代
の
オ
ホ
ミ
（
大
御
）

の
音
便
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ゆ
る
や
か
な
溌
音
便
か
ら
次
第
に
短
い
溌

音
に
変
化
し
て
き
た
と
い
え
る
が
、
そ
の
変
化
の
過
程
を
文
献
上
「
御
」
の
字

か
ら
見
出
す
の
は
難
し
い
。
辞
書
的
な
知
識
だ
が
オ
ン
は
お
よ
そ
中
世
の
表
現

と
い
え
る
よ
う
だ
。

こ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
く
尊
称
の
接
頭
語
ミ
は
古
代
か
ら
通
史
的
に
表
れ
て

い
る
。
こ
の
オ
ン
と
ミ
に
尊
称
の
差
異
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
表
現
の
こ
の
二
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面
性
（
位
相
）
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
の
か
。
例
え
ば
、
ミ
ヶ
シ
ー

（
御
衣
）
ｌ
オ
ン
ゾ
、
ミ
タ
ー
（
御
田
）
Ｉ
オ
ン
ダ
、
ミ
コ
ー
（
御
子
）
ｌ
オ
ン

コ
、
ミ
グ
シ
（
御
髪
）
ｌ
オ
ン
グ
シ
等
々
。
時
代
に
よ
る
差
異
と
い
う
こ
と
も

考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
ミ
ハ
シ
ラ
ー
オ
ン
バ
シ
ラ
の
よ
う
に
同
一
の
対

象
に
対
す
る
別
々
の
表
現
は
、
そ
の
語
の
持
ち
手
に
よ
っ
て
差
異
が
表
れ
る
と

い
う
こ
と
に
手
掛
か
り
を
求
め
て
ゆ
く
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

次
に
タ
テ
オ
ン
・
ハ
シ
ラ
ー
承
は
し
ら
ひ
き
た
て
の
語
序
の
問
題
。
「
承
は
し

ら
ひ
き
た
て
」
或
い
は
「
承
は
し
ら
た
て
」
は
こ
れ
も
祝
詞
に
用
い
ら
れ
て
い

る
表
現
で
こ
と
ば
通
り
素
直
な
語
序
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
タ
テ
オ
ン
バ

シ
ラ
は
逆
語
序
と
な
っ
て
い
る
。

逆
語
序
の
あ
り
よ
う
は
既
に
早
く
か
ら
問
題
と
な
っ
て
い
た
が
、
と
り
わ
け

折
口
信
夫
は
や
ま
と
の
古
語
点
沖
縄
の
語
彙
と
を
比
較
検
討
し
な
が
ら
、
「
日

本
語
に
お
け
る
古
い
別
殊
の
語
序
が
曽
て
存
在
し
た
事
が
事
実
で
あ
り
」
（
「
日

琉
語
族
論
』
全
集
第
十
九
巻
）
と
し
、
逆
語
序
時
代
（
旧
語
序
）
、
新
語
序
時

代
（
正
語
序
）
と
い
う
視
点
を
だ
し
た
。
勿
論
、
全
て
の
こ
と
ば
の
あ
り
よ
う

を
言
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
旧
語
序
の
行
わ
れ
た
時
代
を
想
定
し
つ
つ
、
古
語

の
中
に
国
語
の
変
化
を
見
い
だ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
タ
テ
オ
ン
バ
シ
ラ
を
考
え
る
と
き
、
果
た
し
て
こ
う
し
た
根
源
的
な

問
題
を
持
ち
出
す
必
要
が
あ
る
か
、
い
さ
さ
か
大
袈
裟
に
過
ぎ
る
よ
う
に
も
思

う
。
む
し
ろ
、
正
語
序
時
代
に
な
っ
て
か
ら
生
産
さ
れ
る
逆
語
序
の
こ
と
ば
へ

の
意
識
や
感
情
が
、
発
生
論
的
に
意
味
を
持
つ
か
も
し
れ
な
い
。
神
ご
と
に
関

わ
る
人
々
の
特
殊
な
感
情
が
生
承
出
す
語
と
し
て
、
こ
の
逆
語
序
が
表
れ
て
く

る
、
い
わ
ば
、
先
祖
が
え
り
的
な
現
象
と
し
て
見
た
方
が
よ
い
の
か
も
知
れ
な

い
。
そ
の
場
合
、
タ
テ
オ
ン
バ
シ
ラ
、
オ
ン
バ
シ
ラ
を
里
方
の
こ
と
ば
と
し
て

同
位
置
に
お
い
た
と
き
、
位
相
語
と
し
て
の
宮
方
の
こ
と
ば
の
ミ
ハ
シ
ラ
ヒ
キ

タ
テ
、
ミ
ハ
シ
ラ
と
の
差
異
を
計
る
手
掛
か
り
が
与
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見

な
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
今
十
分
に
検
討
す
る
余
裕
を
持
た
な
い

が
、
祭
り
語
彙
か
ら
生
じ
て
く
る
問
題
で
あ
る
。

や
ま
つ
く

四
、
山
作
り
案

上
社
の
場
合
、
と
り
わ
け
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
こ
の
神
木
の
選

か
ん
む
り
お

定
、
伐
採
、
曳
行
中
の
神
木
の
管
理
、
お
船
作
り
、
御
柱
迎
え
、
冠
落
と
し
、

さ
ら
に
は
神
領
の
山
の
管
理
の
責
任
を
世
襲
の
集
団
が
負
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

は
ち
に
ん

や
虫
み

る
。
先
に
も
述
べ
た
が
八
人
衆
と
も
山
作
り
と
も
山
見
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
人

か
み
の
は
ら

々
で
あ
る
。
彼
等
は
神
之
原
（
茅
野
市
玉
川
神
の
原
）
に
居
住
し
、
現
在
も
上

社
か
ら
の
委
託
を
受
け
て
神
木
に
関
し
て
特
別
の
奉
仕
を
続
け
て
い
る
。
な
ぜ

彼
等
の
家
が
世
襲
と
な
っ
た
の
か
、
そ
の
根
拠
は
な
に
か
。
山
作
り
が
特
定
化

し
て
特
権
的
な
位
置
を
持
つ
に
至
っ
た
に
つ
い
て
は
特
別
な
由
来
が
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
の
だ
が
現
在
は
失
わ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
語
り
を
見
出
せ
ば
神
話

的なはずだ。

し
か
し
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
由
来
の
有
り
方
か
ら
も
多
少
類
推
は
可
能

か
み
お
の

で
あ
ろ
う
。
山
作
り
に
は
神
斧
と
よ
ぶ
朱
塗
り
の
斧
が
あ
り
、
現
在
の
も
の
は

大
祝
頼
隆
が
御
小
屋
明
神
に
寄
進
し
た
も
の
を
山
作
り
が
奉
持
（
元
禄
三
年
の

い
ち

文
書
あ
り
）
し
て
い
る
も
の
と
伝
え
る
。
こ
の
斧
は
伐
採
に
際
し
て
一
の
斧

か
ん
む
り
お

（
最
初
の
一
振
り
）
に
必
ず
用
い
ら
れ
、
あ
る
い
は
冠
落
と
し
の
一
の
斧
に
用

い
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
に
儀
式
的
な
意
味
合
い
を
強
く
見
せ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
山
作
り
の
作
業
が
神
事
で
あ
る
こ
と
を
示
す
象
徴
的
な
役
割
を
果
た
し
て

い
る
。
大
祝
（
お
お
ほ
う
り
）
と
は
上
社
の
最
高
の
祭
祀
官
で
あ
っ
て
、
諏
訪

明
神
を
具
現
し
た
人
格
神
で
あ
る
と
い
う
信
仰
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
大
祝
か

ら
神
斧
を
委
託
さ
れ
て
い
る
と
い
う
有
り
方
は
、
山
作
り
の
集
団
と
大
祝
家
と
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の
間
の
特
殊
な
関
係
を
物
語
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
山
作
り
衆
に

と
っ
て
の
職
業
上
の
誇
り
の
根
拠
が
、
た
と
え
ば
大
祝
か
ら
さ
え
も
信
任
を
得

て
い
る
と
い
う
事
実
に
支
え
ら
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
の
だ
が
、
な
に
ゆ
え
に
か

か
る
信
任
を
得
ら
れ
る
か
を
訊
ね
る
時
、
そ
こ
に
は
必
然
的
に
神
話
を
も
っ
て

起
源
が
語
ら
れ
る
由
縁
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
だ
。

山
作
り
の
作
業
に
は
神
事
的
要
素
が
濃
く
表
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
単
に
作

業
人
と
し
て
の
山
人
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
中
で
も
重
要
な
職
能
が

発
揮
さ
れ
る
場
面
が
神
木
の
選
定
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま

り
、
神
木
を
見
立
て
る
と
い
う
作
業
は
、
神
の
霊
威
が
顕
れ
て
い
る
木
を
発
見

す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
等
は
、
神
木
を
見
出
す
霊
能
の

持
主
と
い
う
周
囲
の
人
々
の
幻
想
の
中
に
い
る
は
ず
で
あ
る
。
山
作
り
が
最
も

重
視
さ
れ
、
か
つ
、
評
価
を
受
け
て
い
る
の
は
お
そ
ら
く
こ
の
一
点
が
あ
る
か

ら
で
あ
ろ
う
。
い
っ
て
見
れ
ば
、
本
来
的
な
専
門
職
人
の
発
生
で
あ
る
。
今
回

も
次
の
よ
う
な
事
件
が
も
ち
あ
が
っ
た
。

三
月
二
日
、
御
柱
伐
採
の
当
日
、
す
で
に
各
地
区
に
分
か
れ
て
神
木
の
伐
採

が
始
ま
っ
て
い
る
中
で
、
あ
る
地
区
の
人
々
が
、
そ
の
神
木
の
先
端
が
曲
が
っ

て
い
る
こ
と
を
理
由
に
し
て
、
神
木
と
し
て
相
応
し
く
な
い
と
し
て
伐
採
す
べ

き
木
の
変
更
を
も
と
め
て
騒
ぎ
が
起
こ
っ
た
。
氏
子
た
ち
は
地
区
の
総
代
を
相

手
に
し
て
抗
議
す
る
が
、
総
代
た
ち
は
氏
子
た
ち
を
説
得
し
よ
う
と
す
る
。
そ

こ
で
な
か
な
か
納
ま
り
が
つ
か
な
い
。
雪
の
山
中
で
言
い
合
う
だ
け
で
時
間
が

す
ぎ
て
ゆ
く
、
結
局
騒
ぎ
に
決
着
を
つ
け
た
の
は
山
作
り
の
当
役
原
光
秋
氏
で

「
神
さ
ま
が
選
ば
れ
た
木
だ
か
ら
」
と
い
う
一
言
に
説
得
力
が
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
事
件
の
推
移
を
た
ま
た
ま
見
聞
し
た
の
だ
が
、
こ
こ
に
は
や
は

り
、
山
作
り
衆
に
対
し
て
は
抗
う
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
氏
子
た
ち
の
中
に
植

え
つ
け
ら
れ
て
い
る
伝
統
的
な
観
念
が
働
い
て
い
る
ゆ
え
で
、
そ
れ
は
彼
等
山

作
り
衆
の
職
能
に
対
す
る
尊
敬
の
念
で
あ
る
と
云
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
ま

た
、
裁
定
し
た
山
作
り
も
厳
然
と
し
た
態
度
で
誇
り
に
満
ち
て
い
た
。

ふ
る
お
ん
ぱ
し
ら
な
か
か
ね
こ

五
、
古
御
柱
と
中
金
子
村
ｌ
御
柱
休
め
Ｉ

上
社
の
場
合
、
古
い
御
柱
の
処
理
を
め
ぐ
っ
て
特
殊
な
関
係
を
持
つ
村
が
あ

っ
た
。
そ
れ
は
八
立
（
は
ち
り
ゅ
う
）
神
社
（
祭
神
は
建
御
名
方
富
命
の
御
孫

八
立
尊
、
御
父
は
八
杵
尊
）
を
囲
む
、
中
金
子
村
（
現
諏
訪
市
中
洲
の
中
洲

地
区
、
中
金
子
村
は
旧
名
）
と
の
関
係
で
あ
る
。
新
し
い
御
柱
が
曳
行
さ
れ
て

い
る
最
中
、
そ
の
一
方
で
は
古
い
御
柱
を
撤
去
し
新
御
柱
を
迎
え
る
準
備
が
な

さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
れ
を
受
け
持
つ
村
で
あ
る
。
村
史
に
よ
れ
ば
、
も
と
も
と
本

官
、
前
宮
の
八
本
と
も
八
立
神
社
に
曳
き
つ
け
ら
れ
て
い
た
が
、
い
つ
の
頃
か

ら
か
前
宮
分
は
神
宮
寺
村
が
請
け
負
う
よ
う
に
な
り
、
そ
し
て
ま
た
現
在
は
神

宮
寺
村
は
そ
の
権
利
を
放
棄
し
て
い
る
と
い
う
。
（
『
中
洲
村
史
』
参
考
）おん

ぱ
し
ら
や
す

古
い
御
柱
を
撤
去
し
、
八
立
神
社
に
曳
き
つ
け
安
置
す
る
こ
と
を
、
御
柱
休

め
と
呼
ぶ
。
今
回
の
場
合
四
月
一
九
、
二
○
日
に
執
り
行
わ
れ
た
。
一
村
挙
げ

て
の
盛
大
な
祭
り
と
な
る
。
こ
の
八
立
神
社
境
内
に
曳
き
付
け
ら
れ
た
神
木
に

関
し
て
は
、
古
御
柱
祭
（
六
月
二
二
日
）
に
お
い
て
神
木
か
ら
霊
が
抜
か
れ
る

ま
で
、
疎
略
に
扱
わ
ぬ
よ
う
配
慮
さ
れ
る
。
村
の
氏
子
た
ち
も
こ
の
祭
り
を
ち

ゃ
ん
と
し
な
い
と
新
し
い
御
柱
の
意
味
が
な
く
な
る
と
い
っ
て
尊
重
し
て
い

る
。
と
り
わ
け
新
し
い
御
柱
が
曳
き
建
て
ら
れ
る
里
曳
き
の
時
ま
で
は
注
意
が

払
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
御
柱
休
め
と
は
諏
訪
大
社
に
御
柱
が
不
在
の
期
間
が
あ

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
、
た
と
え
、
八
立
神
社
に
御
柱
を
休
め
て
あ

っ
て
も
、
そ
の
神
格
に
は
な
ん
ら
変
化
が
な
い
と
い
う
考
え
に
よ
っ
て
い
る
と

思われる。
こ
こ
で
一
つ
の
問
題
は
、
な
ぜ
八
立
神
社
に
古
い
御
柱
が
預
け
ら
れ
る
よ
う
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に
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
由
縁
に
つ
い
て
で
あ
る
。
上
社
と
そ
の
ゆ
か
り
の
あ

る
村
の
神
社
と
の
特
殊
な
関
係
、
い
わ
ば
契
約
関
係
が
生
じ
る
に
つ
け
て
は
、

必
ず
や
そ
こ
に
は
由
来
が
あ
っ
た
は
ず
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
現
在
は
残
っ
て

い
な
い
。
か
す
か
に
氏
子
の
記
憶
に
は
祭
神
の
母
神
の
化
粧
料
と
も
、
母
神
の

娘
の
化
粧
料
と
も
い
い
、
上
社
と
八
立
神
社
と
に
血
縁
的
な
関
係
が
あ
る
こ
と

を
暗
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
こ
う
し
た
伝
承
は
八
立
神
社
に
と
っ

て
は
第
二
義
的
に
派
生
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
と
も
と
の
経
緯
は
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
し
か
し
、
村
人
に
と
っ
て
は
祭
り
（
奉
仕
）
の

根
拠
を
求
め
た
く
な
る
は
ず
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
起
源
的
に
働
く
神

話
が
求
め
ら
れ
る
必
然
が
存
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
伝
承
を
生
象
出
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史
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板垣俊一

す
構
造
は
こ
の
よ
う
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

と
も
か
く
、
中
金
子
村
は
八
立
神
社
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
御
柱
年
に
古

御
柱
に
関
わ
る
諸
行
事
の
責
任
を
担
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
新
し

い
御
柱
に
関
し
て
は
、
そ
の
穴
堀
り
、
御
柱
の
根
元
の
土
入
れ
、
真
っ
直
ぐ
に

立
っ
て
い
る
か
の
見
極
め
、
さ
ら
に
御
柱
の
根
固
め
等
、
そ
の
最
も
基
礎
部
分

の
作
業
責
任
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
作
業
の
場
に
は
常
に
「
中
金
子

村
」
と
墨
書
し
た
旗
印
が
あ
る
。

以
上
、
印
象
的
な
部
分
を
中
心
に
箇
条
的
に
記
し
た
が
、
諏
訪
信
仰
と
の
関

わ
り
を
深
め
る
こ
と
が
今
後
の
課
題
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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