
特集・方法としての祭

一
九
八
九
年
八
月
、
古
代
文
学
会
は
物
語
文
学
研
究
会
、
関
西
古
代
文
学
研

究
会
と
の
合
同
大
会
を
沖
縄
の
那
覇
で
持
っ
た
。
文
学
研
究
の
学
会
が
沖
縄
で

も
た
れ
る
こ
と
は
こ
れ
が
初
め
て
と
聞
く
。
そ
れ
を
、
沖
縄
が
日
本
へ
の
文
化

的
な
従
属
の
完
了
の
段
階
に
入
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
と
見
て
も
い
い
。
あ

る
い
は
、
文
学
研
究
が
社
会
的
な
問
題
を
抱
え
る
こ
と
を
放
棄
し
て
、
よ
う
や

く
純
粋
に
こ
と
ば
の
表
現
自
体
を
追
及
で
き
る
ほ
ど
に
普
遍
的
な
蓄
積
を
持
ち

つ
つ
あ
る
段
階
に
到
っ
た
と
と
っ
て
も
い
い
。
あ
る
い
は
逆
に
社
会
的
な
問
題

が
風
化
し
た
現
在
だ
か
ら
こ
そ
、
い
ま
だ
情
況
的
で
あ
る
沖
縄
で
文
学
研
究
の

学
会
を
持
つ
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
と
る
こ
と
も
で
き
る
。

わ
た
し
自
身
、
こ
れ
ら
の
ど
れ
と
し
て
受
け
止
め
て
い
る
か
を
答
え
ら
れ
な

い
。
ひ
じ
ょ
う
に
複
雑
な
想
い
だ
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。
た
だ
物
語
文
学

研
究
会
と
の
合
同
大
会
が
持
た
れ
た
こ
と
は
意
味
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ

れ
が
沖
縄
で
の
開
催
と
い
う
こ
と
で
可
能
だ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
沖
縄
は
や

は
り
情
況
的
で
あ
っ
た
と
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
現
在
の
日
本
文
学
研
究

が
、
文
化
的
な
状
況
と
見
合
っ
て
き
わ
め
て
個
別
化
、
細
分
化
し
て
お
り
、
各

分
野
の
交
流
を
薄
く
し
て
い
る
状
況
が
あ
る
か
ら
だ
。
た
と
え
ば
物
語
文
学
の

研
究
者
は
物
語
の
発
生
を
論
じ
る
に
際
し
て
、
古
代
文
学
会
が
繰
り
返
し
間
う

て
き
た
蓄
積
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
各
分
野
あ
る
い
は
学
会
が

ｌ
特
集
・
方
法
と
し
て
の
祭

祭
か
ら
学
ぶ
こ
と

Ｉ
ア
カ
マ
タ
祭
祀
Ｉ

独
自
の
方
法
を
追
及
し
て
、
交
差
し
な
か
っ
た
の
だ
。

古
代
文
学
や
物
語
文
学
の
研
究
者
が
沖
縄
を
媒
介
と
し
て
結
び
つ
き
う
る
の

に
は
、
と
も
に
折
口
信
夫
の
仕
事
を
先
行
の
学
ぶ
べ
き
も
の
と
見
な
し
て
い
る

こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
七
○
年
代
以
降
の
、
古
代
文
学
研
究
の
急
激
な
変
化
の

直
接
的
な
要
因
が
沖
縄
に
口
講
さ
れ
て
き
た
神
謡
を
具
体
的
な
証
拠
と
し
た
こ

と
に
あ
る
。
そ
れ
は
文
学
研
究
と
は
何
か
と
い
う
方
法
的
な
問
い
が
つ
き
詰
め

ら
れ
た
こ
と
と
、
復
帰
に
と
も
な
い
沖
縄
と
の
交
通
が
開
け
、
沖
縄
の
村
女
に

つ
い
て
の
民
俗
学
・
文
化
人
類
学
の
報
告
が
次
つ
ぎ
に
出
て
い
っ
た
こ
と
に
よ

る
。
し
か
し
古
代
文
学
の
研
究
者
が
村
左
の
報
告
に
直
ち
に
飛
び
つ
く
わ
け
に

は
い
か
な
い
。
沖
縄
に
見
出
す
も
の
が
古
代
的
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い

う
検
討
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

沖
縄
は
文
学
の
発
生
を
問
う
と
き
、
数
々
の
示
唆
を
与
え
て
き
た
。
そ
れ

は
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
村
灸
が
比
較
的
独
立
し
た
祭
や
神
謡
を
持
ち
伝
え
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
自
体
は
日
本
の
各
地
に
見
ら
れ
る
。
特
に
沖
縄
な

の
は
、
つ
ま
り
沖
縄
が
古
代
的
と
い
え
る
の
は
、
村
々
を
超
え
る
も
の
が
感
じ

ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
仏
教
や
神
道
の
組
織
や
、
村
之
を
訪
れ
る
宗
教
者
・

芸
能
者
な
ど
の
姿
が
見
え
な
い
。
特
に
わ
た
し
が
繰
り
返
し
訪
れ
た
先
島
に
は

そ
の
影
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
村
々
が
自
身
を
超
え
る
権
威
を
外
に
持
た
ず
、
そ

古
橋
信
孝
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祭から学ぶこと
れ
ぞ
れ
が
交
流
を
持
ち
な
が
ら
、
独
立
的
で
あ
る
と
い
う
社
会
は
や
は
り
古
代

的
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
。
も
ち
ろ
ん
沖
縄
も
現
在
は
近
代
社
会
で
あ
り
、
人

々
の
生
活
も
近
代
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
祭
も
神

謡
も
し
だ
い
に
内
実
を
失
い
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
沖
縄
は
近
代
の
裏
側
に
古
代

を
息
づ
か
せ
て
い
る
。
い
や
少
な
く
と
も
最
近
ま
で
息
づ
か
せ
て
い
た
。
そ
れ

ヤ
マ
。
ｒ

ゆ
え
、
沖
縄
社
会
の
現
状
は
と
も
あ
れ
、
わ
れ
わ
れ
は
日
本
の
村
で
は
中
世
に

出
会
う
の
に
対
し
て
、
沖
縄
の
村
々
で
は
古
代
に
出
会
う
こ
と
に
な
る
。

古
代
と
出
会
う
と
は
異
世
界
を
受
感
す
る
こ
と
で
あ
る
。
決
し
て
近
代
の
投

影
と
し
て
の
古
代
を
見
出
す
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
近
代
に
生

活
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
繰
り
返
し
自
分
の
感
性
を
検
討
し
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
沖
縄
の
村
々
を
旅
す
る
こ
と
は
そ
う
い
う
問
題
を
わ
れ
わ
れ
に
迫
っ

て
く
る
。
近
代
と
は
何
か
。

こ
の
夏
、
沖
縄
の
合
同
大
会
の
時
、
八
重
山
の
ア
カ
マ
タ
祭
祀
を
見
て
き
た

友
人
た
ち
か
ら
、
わ
た
し
が
新
城
の
人
々
に
と
っ
て
禁
忌
を
犯
し
た
者
と
さ
れ

て
い
る
と
聞
い
た
。
思
い
当
た
る
の
は
、
島
の
シ
ン
カ
た
ち
（
祭
祀
の
集
団
に

属
す
る
者
た
ち
）
が
ち
ょ
う
ど
島
最
大
の
祭
ア
カ
タ
マ
祭
祀
の
打
ち
合
わ
せ
を

し
て
い
る
頃
、
わ
た
し
が
沖
縄
関
係
の
文
章
を
纒
め
た
『
幻
想
の
古
代
』
と
い

う
小
著
を
出
し
、
そ
れ
を
新
城
の
お
世
話
に
な
っ
た
い
く
人
か
の
人
た
ち
に
送

っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
書
物
に
、
何
年
か
前
に
「
図
書
新
聞
」
に
書
い
た

新
城
の
ア
カ
タ
マ
祭
祀
に
つ
い
て
の
エ
ッ
セ
イ
を
収
録
し
た
。
そ
こ
に
は
現
在

は
撮
影
禁
止
に
な
っ
て
い
る
、
プ
ー
リ
（
豊
年
祭
）
の
第
一
日
目
、
豊
年
の
感

謝
と
さ
れ
る
儀
礼
と
、
そ
の
夕
、
マ
フ
プ
ネ
の
浜
で
の
、
西
の
対
岸
の
古
見
岳

か
ら
神
を
迎
え
る
と
さ
れ
る
儀
礼
の
二
葉
の
写
真
を
入
れ
た
。
た
ぶ
ん
、
ア
ヵ

タ
マ
祭
祀
の
準
備
で
過
敏
に
な
っ
て
い
る
シ
ン
カ
た
ち
は
，
ア
カ
タ
マ
に
つ
い

て
書
い
た
と
い
う
だ
け
で
怒
り
、
さ
ら
に
写
真
を
見
て
ま
す
ま
す
わ
た
し
を
好

ま
し
か
ら
ざ
る
者
と
見
な
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

た
ぶ
ん
送
っ
た
時
期
が
悪
か
っ
た
。
祭
が
終
わ
っ
た
後
な
ら
、
た
い
し
た
問

題
に
な
ら
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
わ
た
し
は
新
城
の
ア
カ
タ
マ
祭
祀
に
は
五

回
ほ
ど
行
っ
て
お
り
、
秘
密
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
い
く
ら
か
は
知
っ
て
い
る

が
、
そ
う
い
う
こ
と
は
少
し
も
書
い
て
は
い
な
い
し
、
こ
れ
か
ら
も
書
く
つ
も
り

は
な
い
。
そ
れ
に
そ
の
「
図
書
新
聞
」
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
書
い
た
翌
年
、
コ
ピ
ー

を
シ
ン
カ
の
人
に
渡
し
て
お
り
、
今
ま
で
そ
の
こ
と
で
何
か
い
わ
れ
た
こ
と
は

な
か
っ
た
。
し
か
し
や
は
り
配
慮
に
欠
け
た
の
だ
。
わ
た
し
自
身
、
プ
ー
リ
で

メ
モ
を
と
っ
て
い
た
調
査
者
が
そ
の
メ
モ
を
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
を
見
た
こ
と

も
あ
っ
た
。
彼
は
他
の
祭
の
メ
モ
も
い
っ
し
ょ
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
後
で
ぼ
や

い
て
い
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
に
、
わ
た
し
が
写
真
に
撮
っ
た
場
面
は
そ
の
翌
年

か
ら
撮
影
禁
止
に
な
っ
て
い
た
。
そ
う
い
う
事
実
も
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。

こ
の
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
異
世
界
に
触
れ
る
時
に
起
こ
る
軋
櫟
と
い
っ
て

い
い
。
わ
れ
わ
れ
は
近
代
の
学
を
追
い
詰
め
よ
う
と
し
て
、
異
世
界
に
出
か
け

る
。
し
か
し
そ
れ
は
近
代
の
ま
っ
た
だ
中
に
い
る
側
の
問
題
で
あ
っ
て
、
異
世

界
の
側
に
そ
れ
を
押
し
つ
け
ら
れ
る
理
由
は
な
い
。
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
の
側
に

は
正
当
性
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
と
も
す
る
と
、
そ
う
い
う
問
題
を
忘
れ
が
ち

に
な
る
。
わ
た
し
は
い
つ
も
そ
う
い
う
問
題
を
意
識
し
て
い
た
か
ら
、
と
て
も

フ
ィ
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
の
よ
う
に
調
査
は
で
き
な
か
っ
た
。
い
や
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ

ー
カ
ー
で
な
い
か
ら
こ
そ
そ
う
し
て
い
ら
れ
た
。
八
重
山
を
歩
き
祭
を
見
な
が

ら
、
ひ
た
す
ら
村
落
共
同
体
の
原
型
、
そ
の
言
語
表
現
を
考
え
て
い
た
だ
け
で

あった。
「
方
法
と
し
て
の
祭
」
と
は
難
し
い
テ
ー
マ
だ
。
特
に
「
ア
カ
タ
マ
祭
祀
」

と
い
う
よ
う
に
具
体
的
な
祭
を
指
定
さ
れ
て
論
ず
る
と
な
る
と
難
し
い
。
わ
た
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特集・方法としての祭

し
は
現
在
ア
カ
タ
マ
祭
祀
を
行
な
っ
て
い
る
西
表
の
古
見
小
浜
諺
新
城
の
上

地
、
石
垣
の
宮
良
の
四
か
所
の
ア
カ
タ
マ
祭
祀
を
、
そ
れ
ぞ
れ
複
数
回
づ
つ
見

グ
マ
プ
ー
リ

て
い
る
。
新
城
独
特
の
ア
カ
タ
マ
の
子
神
の
登
場
す
る
小
豊
年
祭
も
見
て
お

り
、
さ
ら
に
今
は
亡
く
な
っ
た
新
城
下
地
の
ア
カ
タ
マ
祭
祀
に
つ
い
て
も
、
下

地
の
人
か
ら
話
を
聞
い
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
か
ら
文
学
研
究
に
と
っ
て
何
を

学
ん
だ
か
と
な
る
と
、
う
ま
く
答
え
ら
れ
な
い
。
私
が
文
学
研
究
に
お
い
て
最

も
学
ん
だ
の
は
、
や
は
り
宮
古
の
狩
俣
な
の
だ
。
わ
た
し
が
沖
縄
を
学
び
始
め

た
頃
の
政
治
状
況
か
ら
い
っ
て
抵
抗
感
の
あ
っ
た
沖
縄
に
行
く
気
に
な
っ
た

ウ
ヤ
カ
ン

の
も
、
東
京
で
読
ん
で
い
た
狩
俣
の
祖
神
祭
を
中
心
と
し
た
神
謡
群
に
つ
い
て

よ
り
知
り
た
か
っ
た
か
ら
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
ま
っ
た
く
調
査
な
ど
し
た
こ

と
が
な
く
、
手
蔓
も
な
か
っ
た
の
で
、
平
良
市
の
教
育
委
員
会
に
手
紙
を
出
し

電
話
を
入
れ
て
、
こ
ち
ら
の
主
旨
を
話
し
て
お
い
た
の
に
、
い
ざ
宮
古
に
行
っ

て
教
育
委
員
会
を
尋
ね
る
と
、
ゥ
フ
ッ
カ
サ
（
村
の
最
高
の
神
女
）
が
立
て
続

け
に
二
人
亡
く
な
り
、
そ
れ
が
外
部
の
者
が
入
っ
た
か
ら
と
い
う
託
宣
が
下
っ

た
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
、
狩
俣
に
は
近
づ
か
な
い
で
く
れ
と
い
わ
れ

た
。
困
っ
て
い
る
と
、
元
公
民
館
長
の
上
地
太
郎
氏
を
紹
介
し
て
く
れ
た
。
そ

れ
で
上
地
太
郎
氏
を
訪
ね
、
二
時
間
ほ
ど
話
を
う
か
が
い
、
少
し
だ
け
村
を
見

て
廻
る
こ
と
が
で
き
た
く
ら
い
だ
っ
た
。

し
か
し
こ
の
上
地
太
郎
氏
の
お
か
げ
で
、
神
謡
と
い
う
も
の
の
価
値
を
知
ら

さ
れ
た
。
わ
た
し
は
狩
俣
の
ダ
ー
ビ
や
フ
サ
、
ニ
ー
リ
な
ど
を
外
間
守
善
・
新

里
幸
昭
編
『
宮
古
島
の
神
歌
』
（
三
一
書
房
）
で
読
ん
で
お
り
、
ま
た
本
永
清
氏

の
「
三
分
観
の
一
考
察
Ｉ
平
良
市
狩
俣
の
事
例
か
ら
Ｉ
」
（
「
琉
大
史
学
」
４
号

琉
球
大
学
史
学
会
）
に
よ
っ
て
、
狩
俣
の
創
世
神
話
を
知
っ
て
い
た
。
上
地
氏

に
は
、
主
に
そ
の
神
謡
と
神
話
の
関
係
を
尋
ね
た
の
だ
っ
た
。
上
地
氏
は
、
伝

え
ら
れ
て
い
る
の
は
神
謡
で
あ
り
、
そ
の
神
謡
を
繋
げ
る
と
神
話
に
な
る
と
い

う
主
旨
の
こ
と
を
答
え
て
く
れ
た
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
衝
撃
的
だ
っ
た
。
わ
れ

わ
れ
が
古
く
か
ら
口
調
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
と
考
え
て
い
る
神
話
は
、
実
は
神

謡
だ
っ
た
の
だ
。
い
わ
ゆ
る
神
話
は
説
明
の
お
話
に
す
ぎ
な
い
。
わ
た
し
の
、

歌
の
〈
叙
事
〉
と
い
う
概
念
は
こ
こ
か
ら
始
ま
る
。

新
城
は
、
沖
縄
に
行
く
こ
と
を
盛
ん
に
勧
め
て
く
れ
た
当
時
東
京
大
学
農
学

部
大
学
院
の
玉
置
和
夫
氏
が
新
城
の
植
物
調
査
で
何
回
も
足
を
運
ん
で
お
り
、

ア
カ
タ
マ
祭
祀
を
い
っ
し
ょ
に
見
よ
う
と
誘
っ
て
く
れ
て
い
た
。
わ
た
し
の
沖

縄
行
の
決
心
も
、
後
に
奄
美
で
転
落
死
し
た
玉
置
君
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き

い
。
そ
の
玉
置
君
に
会
う
た
め
、
狩
俣
か
ら
八
重
山
に
ま
わ
り
、
ア
カ
タ
マ
祭

祀
に
連
れ
て
い
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
程
度
だ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
い
ざ
ア
カ
タ
マ
祭
祀
を
見
て
承
る
と
、
祭
の
演
出
の
す
ば
ら
し
さ

に
驚
か
さ
れ
た
。
神
を
迎
え
る
場
面
。
異
様
な
姿
の
神
が
最
初
は
木
の
影
か
ら

ち
ょ
っ
と
顔
を
の
ぞ
か
せ
、
す
ぐ
消
え
る
。
次
に
は
全
身
を
あ
ら
わ
し
、
ま
た

す
ぐ
引
っ
込
む
。
と
い
う
よ
う
に
し
て
、
神
は
し
だ
い
し
だ
い
に
村
人
の
前
に

姿
を
あ
ら
わ
す
時
間
を
長
く
し
、
最
後
は
シ
ン
カ
の
集
団
に
と
も
な
わ
れ
て
、

力
強
い
神
を
た
た
え
る
歌
と
と
も
に
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
れ
は
二
通
り
に
解
釈
し

う
る
。
最
初
に
顔
を
の
ぞ
か
せ
た
り
、
少
し
づ
つ
姿
を
あ
ら
わ
す
神
は
ア
カ
タ

マ
の
子
神
で
あ
る
。
そ
の
神
は
、
中
心
の
偉
大
な
親
神
が
来
て
い
い
か
ど
う

か
、
人
び
と
が
神
を
迎
え
る
に
ふ
さ
わ
し
い
状
態
に
あ
る
か
ど
う
か
の
い
わ
ば

偵
察
的
な
役
割
を
は
た
す
。
つ
ま
り
神
の
側
か
ら
は
、
か
ん
た
ん
に
は
姿
を
あ

ら
わ
さ
な
い
ぞ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
村
人
の
側
か
ら
い
え
ば
、
そ
れ

は
人
び
と
の
神
を
待
ち
の
ぞ
む
気
持
ち
の
表
現
に
な
る
。
こ
う
い
う
演
出
は
神

と
別
れ
る
場
面
も
似
通
っ
て
い
る
。
明
け
方
三
時
頃
、
村
の
外
れ
の
道
に
焚
き

火
を
焚
き
、
そ
こ
で
神
と
別
れ
を
つ
げ
る
。
神
は
焚
き
火
の
前
で
村
人
の
神
謡

に
合
わ
せ
て
ひ
と
し
き
り
舞
い
、
さ
っ
と
身
を
翻
し
て
去
っ
て
行
く
。
と
思
う
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祭から学ぶこと

と
、
突
然
振
り
返
っ
て
少
し
戻
っ
て
来
る
。
そ
れ
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
神
は

し
だ
い
に
遠
ざ
か
っ
て
行
く
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
神
の
去
り
難
い
気
持
ち
の

表
現
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
演
出
は
周
囲
の
風
景
を
よ
く
考
え
た
上
で
の

ものだ。
こ
ん
な
生
産
力
も
な
い
小
さ
な
島
な
の
に
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
す
ば
ら
し
い
演

出
が
可
能
な
の
か
。
ど
う
も
わ
た
し
も
芸
術
と
い
っ
た
観
念
に
と
ら
わ
れ
て
い

た
ら
し
い
。
高
度
の
社
会
こ
そ
が
洗
練
さ
れ
た
文
化
を
持
つ
と
い
う
観
念
だ
。

わ
か
っ
て
い
る
つ
も
り
で
、
わ
た
し
は
ず
い
ぶ
ん
誤
解
し
て
い
た
。
い
い
も
の

は
い
い
、
た
だ
し
い
い
も
の
と
は
や
は
り
相
対
的
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
、
そ

し
て
そ
れ
は
社
会
的
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
社
会
や
文
化
が
高
度
か

ど
う
か
は
基
準
の
取
り
方
に
よ
っ
て
変
わ
る
。
い
わ
ゆ
る
未
開
社
会
が
低
い
社

会
だ
と
は
い
え
な
い
。
文
化
の
洗
練
と
は
そ
の
社
会
の
蓄
積
の
問
題
で
、
美
し

さ
や
す
ば
ら
し
さ
を
追
及
す
る
行
為
は
ど
の
社
会
に
も
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
う

い
う
観
念
で
は
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
を
改
め
て
実
感
さ
せ
ら
れ
た
。
し
た
が
っ

て
わ
た
し
は
村
落
共
同
体
そ
の
も
の
と
言
話
表
現
の
問
題
に
か
か
わ
る
こ
と
に

なった。
以
降
、
わ
た
し
は
新
城
で
現
在
行
な
わ
れ
て
い
る
グ
マ
プ
ー
ル
、
ウ
フ
プ
ー

ル
、
キ
ッ
ガ
ン
（
結
願
祭
）
、
シ
チ
（
節
祭
）
の
四
つ
の
祭
を
、
シ
チ
は
二
回
行

っ
た
が
と
も
に
台
風
の
影
響
で
中
止
と
な
り
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
グ
マ
プ
ー

ル
は
一
回
、
ウ
フ
プ
ー
ル
は
五
回
、
キ
ッ
ガ
ン
は
二
回
見
に
行
く
こ
と
に
な
っ

た
。
新
城
の
祭
祀
構
造
と
こ
と
ば
の
あ
り
か
を
知
り
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
祭
祀
を
見
る
、
あ
る
い
は
村
落
共
同
体
を
見
る
こ
と
と
文
学

研
究
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
文
学
の
民
俗
学
的
研
究
と

い
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
い
わ
ば
民
俗
社
会
の
神
話
や
習
俗
に
か
か
わ
ら
せ
て

文
学
を
解
釈
す
る
方
法
だ
。
こ
の
方
法
は
村
落
の
生
活
を
汲
承
上
げ
る
に
意
味

が
あ
っ
た
。
し
か
し
文
学
を
生
活
の
中
に
意
味
化
し
て
し
ま
う
落
と
し
穴
に
填

ま
っ
て
い
る
感
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
特
に
農
耕
儀
礼
と
し
て
の
意
味
を
見

出
し
て
し
ま
う
傾
向
が
濃
い
。
最
も
危
険
な
の
は
そ
の
よ
う
な
意
味
化
で
あ

る
。
意
味
化
は
そ
こ
で
感
受
性
を
止
め
て
し
ま
う
の
だ
。
わ
か
っ
た
よ
う
な
気

に
な
る
。
ア
カ
タ
マ
祭
祀
の
神
の
出
現
や
別
れ
の
場
面
で
述
べ
た
よ
う
に
、
共

同
体
は
必
ず
よ
り
す
ば
ら
し
い
表
現
を
追
及
す
る
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
だ
か

ら
ど
の
よ
う
な
社
会
も
美
し
い
言
話
表
現
を
持
つ
。
そ
の
主
に
歌
で
あ
る
言
話

表
現
を
農
耕
儀
礼
な
ら
農
耕
儀
礼
の
中
に
意
味
化
し
て
ゑ
て
も
、
社
会
学
や
民

俗
学
に
は
価
値
が
あ
っ
て
も
、
文
学
と
し
て
は
た
い
し
た
価
値
が
あ
る
わ
け
で

は
な
い
の
だ
。
そ
の
構
造
を
理
解
し
て
い
な
い
と
、
民
俗
学
で
意
味
づ
け
し

て
、
歌
の
理
解
に
な
る
と
近
代
的
な
個
人
の
感
情
か
ら
の
感
傷
的
な
鑑
賞
を
押

し
付
け
る
こ
と
に
な
る
。
民
俗
に
ふ
れ
る
こ
と
が
文
学
を
見
る
目
を
鍛
え
る
こ

と
に
な
っ
て
い
な
い
の
だ
。
つ
ま
り
民
俗
学
そ
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
。
い
や
ほ
ん
と
う
は
、
近
代
的
な
感
性
が
ゆ
る
が
さ
れ
な
い
の
な
ら
、
民
俗

学
と
し
て
の
価
値
も
な
い
わ
け
だ
。

ア
カ
マ
タ
祭
祀
の
神
迎
え
で
い
え
ば
、
神
出
現
の
演
出
は
村
人
の
神
を
待
ち

の
ぞ
む
気
持
ち
の
表
現
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
し
か
し
村
人
は
神
が
偵
察

し
て
い
る
の
だ
と
説
明
す
る
。
こ
の
説
明
の
論
理
は
、
神
の
側
か
ら
の
も
の
で

あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
側
の
表
現
で
あ
り
な
が
ら
神
の
側
か
ら
の
説
明
と
な
る
と

い
う
こ
と
が
重
要
な
の
だ
。
古
代
的
と
い
う
言
い
方
を
す
る
な
ら
、
神
の
側
、

む
こ
う
側
か
ら
説
明
す
る
の
が
古
代
的
な
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
近
代
の
概

念
で
い
え
ば
虚
構
の
発
生
の
問
題
で
あ
る
。
歌
が
神
の
も
の
で
あ
る
、
し
た
が

っ
て
う
た
い
手
は
神
の
側
に
立
っ
て
う
た
う
と
い
う
論
理
は
、
歌
を
虚
構
と
し

て
見
る
見
方
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
虚
構
の
問
題
を
考
え
な
い
で
は
文
学

を
論
じ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
よ
り
美
し
い
表
現
、
よ
り
確
か
な
表
現
と
は
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特集・方法としての祭

虚
構
の
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。

虚
構
と
い
う
と
な
ん
と
な
く
大
袈
裟
な
も
の
に
見
え
て
し
ま
う
が
、
中
世
で

い
え
ば
山
伏
の
い
か
が
わ
し
い
呪
術
承
た
い
な
も
の
だ
。
か
れ
ら
は
大
道
芸
や

手
品
の
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て
自
分
た
ち
の
力
の
神
秘
性
を
強
調
す
る
。
山
伏

の
病
気
治
療
は
、
一
方
で
漢
方
な
ど
の
薬
草
を
使
っ
た
治
療
を
し
な
が
ら
、
加

持
祈
祷
を
す
る
。
加
持
祈
祷
と
そ
の
大
道
芸
や
手
品
ゑ
た
い
な
も
の
と
が
か
か

わ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
い
つ
の
ま
に
か
、
漢
方
の
治
療
に
は
い
わ
ゆ
る
科
学
的
な

根
拠
が
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
そ
れ
を
科
学
的
な
根
拠
の
な
い
加
持
祈
祷
か
ら

分
離
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
が
近
代
的
と
い
う
こ
と
だ
。
加
持
祈
祷
や
芸
は
ま
や

か
し
の
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
と
漢
方
と
は
一
体
の
呪
術
な
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
呪
術
者
は
大
道
芸
や
手
品
み
た
い
な
も
の
に
よ
っ
て
村
人
を
魅
き
つ
け
、

呪
力
を
信
じ
さ
せ
て
漢
方
の
力
を
よ
り
発
揮
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
強
い
て

い
え
ば
、
薬
草
な
ど
の
治
療
が
文
学
に
お
い
て
は
現
実
や
事
実
で
あ
り
、
大
道

芸
や
手
品
が
虚
構
に
当
た
る
。
ア
カ
マ
タ
祭
祀
で
は
、
信
仰
や
生
活
が
薬
草
に

当
た
り
、
祭
が
芸
に
当
た
る
。
さ
ら
に
ア
カ
マ
タ
の
神
の
出
現
は
芸
で
あ
り
虚

構
な
の
で
あ
る
。
祭
か
ら
文
学
を
学
ぶ
と
す
る
と
、
そ
う
い
う
文
学
に
と
っ
て

最
も
本
質
的
な
も
の
を
現
前
に
見
せ
ら
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
あ
る
歌
の
解
釈

に
、
似
通
っ
た
歌
が
こ
う
い
う
祭
の
こ
う
い
う
場
面
に
う
た
わ
れ
る
か
ら
、
こ

の
歌
は
こ
う
い
う
意
味
が
あ
る
と
知
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
大
し
た
こ
と
で

は
な
い
の
だ
。
い
や
、
そ
の
歌
は
後
か
ら
祭
に
入
り
込
ん
だ
か
も
し
れ
な
い
で

はないか。

わ
た
し
が
ア
カ
マ
タ
祭
祀
か
ら
学
ん
で
き
た
最
も
重
要
な
も
の
は
、
文
学
と

い
う
レ
ベ
ル
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。
「
方
法
と
し
て
の
祭
」
と

い
う
テ
ー
マ
な
の
に
、
ア
カ
マ
タ
祭
祀
の
概
要
を
述
べ
て
も
し
か
た
な
い
と
思

っ
た
。
そ
こ
で
、
祭
に
ふ
れ
る
こ
と
で
、
文
学
研
究
者
と
し
て
の
わ
た
し
は
何

を
学
ん
で
き
た
か
を
述
べ
た
つ
も
り
だ
。
し
か
し
以
上
述
べ
た
こ
と
は
、
ア
カ

マ
タ
祭
祀
に
固
有
の
問
題
で
は
な
い
。
要
は
こ
ち
ら
側
の
感
受
性
の
問
題
だ
ろ

う
。
た
だ
し
わ
た
し
の
辿
っ
て
き
た
方
法
か
ら
い
え
ば
、
わ
た
し
が
最
も
学
ん

だ
の
は
や
は
り
狩
俣
の
神
謡
な
の
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
つ
い
先
日
（
一

九
八
九
年
一
二
月
六
日
）
、
宮
古
の
数
々
の
滅
び
か
か
っ
た
昔
話
や
神
話
を
堀

り
起
こ
し
て
い
る
す
ぐ
れ
た
採
集
者
で
あ
る
平
良
市
の
佐
渡
山
安
公
氏
の
案
内

で
、
五
回
あ
る
祖
神
祭
の
二
回
目
に
当
た
る
イ
ダ
ス
ウ
プ
ナ
ー
（
新
し
い
祖
神

が
生
ま
れ
る
儀
礼
）
の
一
部
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
た
い
へ
ん
感
慨
深
い
も
の

が
あ
っ
た
。
狩
俣
に
魅
か
れ
、
沖
縄
、
特
に
八
重
山
を
中
心
と
し
て
何
度
も
足

を
運
び
出
し
て
か
ら
十
四
年
経
っ
て
、
よ
う
や
く
狩
俣
に
入
る
こ
と
が
で
き
、

祖
神
祭
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
あ
ら
た
め
て
わ
た
し
は
新
城
か
ら
何
を

学
ん
だ
か
を
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
最
後
に
、
わ
た
し
が
ア
カ
マ
タ
祭
祀

か
ら
学
ば
な
か
っ
た
こ
と
を
書
い
て
お
き
た
い
。

わ
た
し
は
狩
俣
の
叙
事
的
な
神
謡
か
ら
文
学
の
発
生
の
問
題
に
入
っ
た
。
そ

れ
ゆ
え
短
歌
謡
も
〈
叙
事
〉
か
ら
読
む
方
法
を
見
出
し
た
。
そ
れ
を
誤
り
と
は

思
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
ア
カ
マ
タ
祭
祀
の
神
謡
は
掛
け
合
い
の
短
歌
謡
で
あ

る
。
た
と
え
ば
奄
美
の
島
歌
か
ら
文
学
を
考
え
て
い
る
小
川
学
夫
氏
は
、
ま
る

で
わ
た
し
と
は
ま
る
で
異
な
る
歌
謡
論
を
展
開
し
て
い
る
。
と
い
う
よ
う
に
、

ア
カ
マ
タ
祭
祀
の
神
謡
か
ら
入
れ
ば
別
の
文
学
発
生
論
が
可
能
な
よ
う
な
気
が

し
て
い
る
。
八
重
山
に
も
物
語
歌
謡
と
呼
ば
れ
る
長
い
歌
謡
が
あ
る
。
物
語
歌

謡
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
神
話
的
な
歌
謡
で
は
な
く
、
村
の
娘
を
主

人
公
に
し
た
り
す
る
歌
謡
で
あ
る
。
宮
古
に
も
そ
の
種
の
歌
謡
が
あ
る
が
、
八

重
山
ほ
ど
多
様
で
は
な
い
。
八
重
山
は
い
わ
ゆ
る
杼
情
歌
が
多
く
、
ア
カ
マ
タ

祭
祀
の
神
謡
も
杼
情
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
文
学
の
発
生
を
論
じ
て
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祭から学ぶこと

い
け
る
可
能
性
が
あ
る
。

文
学
の
発
生
は
一
元
的
で
は
な
い
。
た
ぶ
ん
始
源
的
に
多
様
な
神
謡
が
あ
っ

た
。
わ
た
し
は
〈
叙
事
〉
か
ら
考
え
た
き
た
が
、
そ
う
で
な
い
発
生
論
も
あ
り

う
る
は
ず
だ
。
発
生
論
は
原
論
で
も
あ
る
か
ら
、
多
様
で
あ
っ
た
ほ
う
が
い
い

と思う。
も
う
ひ
と
つ
、
同
じ
ア
カ
マ
タ
祭
祀
と
呼
ば
れ
て
い
て
も
、
新
城
、
古
見
、

小
浜
・
宮
良
の
三
つ
は
神
の
姿
も
、
演
出
の
仕
方
も
異
な
る
。
こ
の
差
異
は
何

で
あ
る
か
、
そ
の
問
題
も
あ
る
。
わ
た
し
は
風
土
の
問
題
と
し
て
考
え
た
い
と

思
っ
て
い
る
。
風
土
は
農
耕
文
化
と
牧
畜
文
化
、
稲
作
文
化
と
麦
作
文
化
な
ど
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藤
信
義

三
浦
佑
之信 英 一

孝 喜 臣

と
い
う
よ
う
な
お
お
ま
か
な
捉
え
方
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
隣
の
村
が
す

で
に
異
な
る
の
は
何
故
か
と
い
う
問
題
が
最
も
重
要
に
思
え
る
。
た
ぶ
ん
共
同

性
を
最
小
限
ま
で
追
い
詰
め
た
時
に
、
な
お
か
つ
共
同
体
を
成
り
立
た
せ
る
も

の
と
し
て
の
風
土
が
あ
る
。
共
同
性
を
差
異
か
ら
見
た
時
の
、
そ
の
差
異
を
決

定
し
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
だ
。
ア
カ
マ
タ
祭
祀
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
村
で
異

な
る
起
源
神
話
を
も
ち
、
ま
た
祭
祀
も
異
な
る
の
だ
か
ら
、
歴
史
も
含
め
、
ひ

と
つ
ひ
と
つ
の
村
落
が
ど
の
よ
う
に
自
己
の
文
化
を
も
つ
か
と
い
う
問
題
を
探

る
手
掛
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
思
え
る
。
均
質
化
が
ま
す
ま
す
浸
透
す

る
現
代
、
共
同
性
の
差
異
に
こ
だ
わ
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
。

山部赤人-Ｉ花鳥１１

歌のくこころ〉と「無心所着歌』

接
頭
語
の
原
初
的
用
法
と
語
紮

尾
崎
暢
狭

猪股ときわ

岩
崎
良
子

- ４ ７ -


