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佐
渡
の
農
の
民
俗
へ
の
視
点
－
田
植
習
俗
を
中
心
に

竹

田

和

夫

l
　
佐
渡
の
農
の
民
俗
へ
の
関
心
と
契
機
－
文
化
財
と
し
て
の
見
直
し
－

近
年
、
農
業
基
本
法
の
改
定
に
よ
り
、
伝
統
文
化
の
維
持
機
能
な
ど
の
農
業
・
農
村
の
有
す
る
多
面
的
機
能
が
注
目
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
王
。
こ
の
よ
う
な

動
き
の
な
か
で
い
ま
や
衰
亡
・
滅
失
L
て
し
ま
っ
た
有
形
・
無
形
の
文
化
遺
産
は
数
知
れ
な
い
。
こ
れ
は
農
業
県
で
も
あ
り
、
ま
た
民
俗
文
化
の
宝
庫
と
も
い

わ
れ
て
き
た
新
潟
県
と
い
え
ど
も
例
外
で
は
な
い
。
特
に
県
域
を
越
後
・
佐
渡
に
区
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
を
過
去
か
ら
眺
め
て
み
る
と
、
特
に
佐
渡
地

域
に
つ
い
て
ほ
、
農
に
か
か
わ
る
古
い
民
俗
芸
能
や
風
俗
習
慣
が
現
在
で
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
ら
た
め
て
気
づ
く
の
で
あ
る
。
そ
の
幾
分
か
は
専
門

的
な
調
査
を
ふ
ま
え
た
価
値
付
け
の
結
果
、
文
化
財
指
定
等
の
措
置
を
受
け
、
保
存
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

現
在
、
棚
田
や
は
さ
木
な
ど
の
文
化
的
景
観
の
保
護
を
盛
り
込
ん
だ
文
化
財
保
護
法
の
改
正
の
動
き
や
労
作
歌
の
指
定
等
の
新
し
い
動
き
が
文
化
庁
等
の
省

庁
を
中
心
に
国
レ
ベ
ル
で
進
行
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
い
わ
ゆ
る
文
化
財
は
そ
の
対
象
範
囲
を
大
幅
に
広
げ
、
結
果
と
し
て
農
に
か
か
わ
る
伝
統
文
化
が

そ
の
か
な
り
の
部
分
を
占
め
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
農
の
伝
統
文
化
が
存
す
る
現
場
で
あ
る
地
元
に
お
い
て
は
、
と
も
す
る
と
あ
た
り
ま
え
の
存
在
と
見
な
さ
れ
、
そ
の
価
値
や
意
義
が
認
識
き

れ
る
こ
と
な
く
、
埋
も
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
従
来
、
価
値
付
け
や
保
護
を
推
進
L
て
来
た
文
化
財
の
認
識
も
分
野
の
縦
割
り
の
弊
害
も
有
し
て
い

る
。
例
え
ば
一
つ
の
行
事
で
も
芸
能
や
風
俗
な
ど
多
面
的
価
値
を
有
す
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
、
複
眼
的
視
点
に
よ
る
価
値
付
け
が
な
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え

な
か
っ
た
。

本
稿
で
は
、
農
に
関
わ
る
文
化
財
の
考
え
方
を
見
直
L
、
既
存
の
概
念
に
と
ら
わ
れ
な
い
価
値
づ
け
を
試
み
た
い
。
将
来
的
に
①
複
数
の
分
野
を
一
括
L
た

り
、
②
地
域
自
体
を
指
定
す
る
、
文
化
財
の
総
合
的
指
定
・
保
護
の
た
め
の
基
礎
作
業
と
し
た
い
。
今
回
は
特
に
無
形
民
俗
文
化
財
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。

二
　
文
化
財
と
し
て
の
農
の
民
俗

〓
）
保
護
の
現
状

現
行
の
指
定
文
化
財
の
分
野
に
ほ
無
形
民
俗
文
化
財
が
あ
る
。
こ
の
中
に
は
民
俗
芸
能
や
風
俗
慣
習
が
含
ま
れ
る
。
ま
た
、
指
定
以
外
に
は
、
国
の
「
記
録
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作
成
等
の
措
置
を
黄
ず
べ
き
無
形
民
俗
文
化
財
の
選
択
｣
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
｡
生
業
特
に
農
に
直
接
か
か
わ
る
無
形
民
俗
文
化
財
と
し
て
は

下
記
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
(
怠

ア
'
国
指
定
民
俗
文
化
財
(
風
俗
慣
習
)

｢
佐
渡
の
幸
田
植
｣

指
定
は
昭
和
五
十
四
年
(
7
九
七
九
)

二
月
三
日

両
津
市
大
字
北
鵜
島
に
所
在
し
､
佐
渡
の
車
田
植
保
存
会
が
維
持
し
て
い
る
｡

イ
.
(
国
の
)
記
録
作
成
等
の
措
置
を
幕
ず
べ
き
無
形
民
俗
文
化
財
の
選
択

風民
種

刺
笛〝登云

習能

正白五

名

柿

月山所
行神神
事社社

のの

田御
蓮田
神植
事神

事

昭昭昭

午

月

日

和和和
二五五

十十十
九三-

年年年
+-+

-月ニ
月≡月

十ニ

-十
日五

日

上佐佐
所

荏

地

越渡渡
市郡郡

畑赤
野泊
町村

ウ
.
県
指
定
有
形
民
俗
文
化
財

五白花

名

柿

所山笠
神神踊
社社
のの

御田
田遊
植び
え神
神事
事

昭昭昭

午

月

日

和和和
四三二
十十十

五六七

年年年
四三十

月月二
十ニ月
七十十
日日日

佐佐両

節

荏

地

渡按津
郡郡市
赤畑下
泊野久
村町知
大大
字字
下大
川久

茂保

五白城
保所山腰

護

団
社社笠

存 体
Egg
Eヨ
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エ
.
(
県
の
)
記
録
作
成
等
の
措
置
を
講
ず
べ
き
無
形
民
俗
文
化
財
の
選
択

風民
檀

俗俗
慣芸

別
習能

佐新新越越佐
名

柿

渡潟潟佐後渡

の県県ののの
卯のの小風小
の若作正流獅
日者神月獅子
条組信行子舞
り仰事柄

り

昭昭昭昭昭昭

選

和和和和和和
六五五五五五

十十十十十十
二七六五四三 釈

年年年年年年年
三三三四三三

月月月月月月 月

日
二二二十三三
十十十五十十
七六七日日-

日日日日

両新斬新下両

所
粋潟潟潟越陣
市鼎県県及市

･全全全び. 荏
赤城域城中佐
泊越渡

地
村地郡

区

※
狭
義
の
農
村
の
み
で
な
-
漁
村
部
･
山
村
部
や
都
市
部
に
か
か
わ
る
も
の
も
含
め
た
｡
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(
二
)
特
徴
と
課
題

あ
ら
た
め
て
指
定
文
化
財
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
物
件
の
所
在
地
を
な
が
め
て
み
る
と
､
佐
渡
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
｡
広
義
の
農
に
か
か
わ

る
文
化
財
の
中
で
も
､
田
植
え
･
田
遊
び
関
係
が
目
立
っ
て
い
る
｡
し
か
し
､
未
指
定
の
も
の
も
含
め
れ
ば
､
佐
渡
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
も
の
は
こ
れ
で
す
べ

て
で
は
な
い
｡
同
じ
無
形
民
俗
文
化
財
の
中
で
も
､
民
俗
芸
能
に
比
べ
る
と
､
特
に
風
俗
習
慣
に
関
す
る
指
定
が
進
ん
で
い
な
い
｡
こ
れ
は
越
後
側
で
も
同
様

で
あ
り
､
全
県
的
に
価
値
付
け
の
た
め
の
調
査
は
い
-
つ
か
行
わ
れ
て
は
い
る
が
首
席
系
的
整
理
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
､
保
存
伝
東
の
施
策
も
不
十
分
と
い
え

る
｡
さ
ら
に
､
現
時
点
で
文
化
財
と
し
て
の
定
位
置
を
獲
得
し
て
い
な
い
民
諦
(
田
植
歌
等
)
も
対
象
と
す
る
必
要
が
あ
り
､
こ
れ
に
よ
-
多
角
的
な
農
の
民
俗

の
復
元
が
可
能
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

三

新
潟
県
の
民
俗
芸
能
と
田
楽
系
芸
能

〓
)
民
俗
芸
能
に
お
け
る
田
楽
系
芸
能

こ
の
分
野
に
つ
い
て
は
､
全
国
規
模
の
調
査
を
行
っ
た
本
田
安
次
が
越
後
も
調
査
対
象
と
し
て
い
る
(
4
)
｡
県
内
で
ほ
桑
山
太
市
に
よ
る
網
羅
的
研
究
(
5
)
が
あ

り
､
近
藤
忠
造
や
山
本
修
巳
･
山
本
仁
ら
の
佐
渡
在
住
の
研
究
者
に
よ
る
研
究
も
あ
る
互
｡
ま
た
､
行
政
が
地
元
研
究
者
の
協
力
を
得
て
実
施
し
た
調
査
も
あ

る
(
7
)
0

個
人
研
究
と
し
て
現
時
点
で
県
内
の
芸
能
を
あ
ま
ね
-
展
望
し
て
い
る
近
藤
の
論
文
に
依
拠
し
て
､
県
内
に
お
け
る
民
俗
芸
能
を
整
理
･
区
分
し
て
み
る

と
(
且
､
田
柴
系
芸
能
が
独
立
し
た
区
分
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
｡
そ
の
事
例
と
し
て
は
､
白
山
神
社
田
遊
び
神
事
･
五
所
神
社
の
御
田
植
神
事
･
新
穂
村
田

起
こ
し
踊
-
･
両
津
市
久
知
八
幡
宮
の
花
笠
踊
が
拓
介
さ
れ
て
い
る
｡

こ
の
よ
-
な
田
楽
系
芸
能
に
加
え
､
段
神
楽
､
大
神
楽
舞
楽
､
追
健
式
鬼
太
鼓
､
鷺
流
狂
言
に
つ
い
て
も
､
佐
渡
だ
け
に
伝
東
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
､

こ
の
分
野
に
つ
い
て
の
独
自
性
が
-
か
が
え
る
｡
ま
た
､
近
藤
以
外
に
も
本
田
安
次
･
桑
山
太
市
ら
に
よ
-
､
田
楽
系
芸
能
が
佐
渡
に
多
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

越
後
側
に
お
い
て
は
､
田
楽
系
芸
能
は
現
在
経
と
ん
ど
確
認
で
き
な
い
が
､
次
に
示
す
史
料
(
莞
)
な
ど
か
ら
､
い
わ
ゆ
る
｢
庭
田
植
｣
と
い
う
田
植
歌
を
伴
-

予
祝
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
た
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
｡

[
越
後
の
事
例
]

『
新
編
会
津
風
土
記
』
百
七
外
篇
越
後
国
魚
沼
郡
之
二
､
小
千
谷
組
の
項
(
年
未
詳
)

農
業
の
始
ほ
正
月
十
一
日
未
明
に
男
子
各
鍬
を
携
へ
､
雪
中
に
出
､
田
打
歌
を
う
た
ひ
耕
転
の
模
様
を
な
す
｡
十
五
日
此
事
十
日
町
組
に
も
あ
り
藁
層
を
座

中
に
散
じ
､
田
植
歌
を
唱
へ
､
ぬ
る
で
の
箸
に
て
赤
小
豆
粥
を
食
し
､
又
ぬ
る
て
の
小
札
を
作
り
､
十
二
月
と
書
付
､
箕
と
共
に
ロ
戸
に
挿
む

残
念
な
が
ら
現
在
で
は
途
絶
し
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
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(
二
)

田
楽
系
芸
能
の
概
要
-
先
行
研
究
に
よ
る
共
通
認
識
1

こ
こ
で
は
芸
能
の
先
達
た
ち
の
研
究
に
基
づ
き
､
特
に
佐
渡
の
田
楽
系
芸
能
の
特
質
に
つ
い
て
整
理
し
て
み
た
い
｡
ま
ず
､
佐
渡
で
は
田
楽
そ
の
も
の
が
伝

東
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
-
､
あ
-
ま
で
も
田
楽
系
の
芸
能
で
あ
る
｡
正
月
に
神
社
の
拝
殿
内
に
お
い
て
､
百
代
･
田
廻
-
･
水
口
･
畦
ぬ
り
･
大
足
･
代
田

打
･
田
植
え
と
稲
作
の
次
第
を
模
擬
的
に
行
う
い
わ
ゆ
る
予
祝
行
事
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
｡
古
来
､
あ
ら
か
じ
め
田
の
作
業
を
模
擬
的
に
行
う
と
感
染
呪
術
と

し
て
の
効
果
が
あ
ら
わ
れ
る
と
い
-
信
仰
が
あ
っ
た
｡
田
楽
と
は
そ
-
し
た
神
事
が
芸
能
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
五
穀
豊
壌
を
祈
願
す
る
神
事
に
発
し
た
芸

能
自
体
が
田
楽
で
あ
る
と
定
義
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
-
田
遊
び
は
､
佐
渡
の
事
例
に
見
ら
れ
る
よ
-
に
､
正
月
の
う
ち
竺
年
の
豊
作
を
祈
願
し
て
の
予

祝
の
行
事
が
芸
能
化
さ
れ
た
も
の
で
､
田
植
踊
ほ
田
遊
び
を
本
格
的
に
舞
踊
化
し
た
も
の
で
あ
る
o
｢
御
田
｣
と
も
呼
ん
で
､
干
六
月
の
田
植
え
の
時
期
に
行

わ
れ
る
芸
能
で
あ
る
｡
さ
ら
に
田
植
え
作
業
を
ほ
や
す
音
楽
が
独
立
し
た
楽
舞
と
な
る
田
楽
も
あ
る
｡

ち
な
み
に
関
東
に
お
い
て
唱
言
を
唱
え
な
が
ら
田
作
業
の
物
真
似
を
演
ず
る
｢
田
遊
び
｣
と
､
関
西
に
お
け
る
即
興
警
嵐
の
御
田
が
対
比
さ
れ
て
い
た
り

(
2
)
,
ま
た
､
静
岡
県
で
は
模
擬
耕
作
を
演
じ
て
み
せ
る
田
遊
び
の
系
統
と
､
修
正
会
や
修
二
会
の
行
事
の
伸
で
芸
能
化
し
､
田
楽
･
猿
楽
と
し
て
演
じ
ら
れ
て

い
る
も
の
に
分
け
ら
れ
る
な
ど
(
-
1
)
､
全
国
レ
ベ
ル
で
は
地
域
性
が
顕
著
に
表
出
す
る
芸
能
と
さ
れ
て
い
る
｡

四

田
遊
び
に
関
わ
る
新
た
な
価
値
づ
け
の
試
み

〓
)

田
遊
び
の
比
較
に
つ
い
て

田
遊
び
表
に
つ
い
て
は
､
折
口
信
夫
の
先
駆
的
な
研
究
に
始
ま
-
〔
2
･
,
,
鎮
魂
､
予
祝
神
事
と
し
て
の
把
握
が
な
さ
れ
る
よ
-
に
な
る
｡
本
田
安
次
･
新
井

恒
易
の
網
羅
的
研
究
(
遥
ど
に
加
え
て
歴
史
学
か
ら
は
黒
田
日
出
男
(
-
-
)
が
､
①
志
多
羅
神
の
運
動
に
お
け
る
童
謡
及
び
田
遊
び
の
歌
謡
と
の
関
連
や
②
遠
江
国

初
倉
荘
藤
守
郷
水
口
を
対
象
と
し
た
田
遊
び
の
復
元
を
行
っ
て
い
る
｡
特
に
､
黒
田
に
よ
る
と
､
東
海
地
方
の
田
遊
び
の
荒
田
､
種
蒔
､
田
植
､
鳥
追
で
練
-

返
さ
れ
る
パ
タ
-
ソ
の
な
か
に
御
正
作
が
出
て
-
る
と
い
-
.
こ
れ
に
対
応
す
る
の
が
中
世
在
地
領
主
の
直
属
の
手
作
地
で
あ
る
土
居
､
門
田
､
佃
に
比
定
さ

れ
て
い
る
(
ほ
)
0

と
こ
ろ
で
､
佐
渡
の
田
遊
び
行
事
に
つ
い
て
は
､
本
田
･
桑
山
に
加
え
て
､
専
論
と
し
て
は
谷
口
貢
｢
佐
渡
の
田
遊
び
｣
が
あ
る
空
谷
口
氏
は
､
全
国
的

に
も
多
様
な
田
遊
び
の
概
念
を
耕
作
過
程
を
模
擬
的
に
演
じ
る
行
事
を
田
遊
び
と
い
-
範
噂
で
と
ら
え
､
串
田
植
な
ど
の
実
際
に
田
を
植
え
る
行
事
と
区
別
し

て
い
る
｡
さ
ら
に
も
予
祝
行
事
と
い
う
側
面
だ
け
で
な
-
､
勧
農
的
意
味
を
も
つ
た
-
､
年
占
な
い
し
は
共
食
的
要
素
､
耕
作
の
始
業
儀
礼
と
し
て
の
側
面
も

併
せ
持
つ
こ
と
や
共
同
体
秩
序
の
再
確
認
の
意
味
も
あ
っ
た
と
い
-
多
岐
に
わ
た
る
指
摘
を
し
て
い
る
｡
谷
口
氏
の
調
査
時
点
に
お
い
て
､
田
遊
び
が
実
際
に

は
行
わ
れ
て
い
た
の
が
､
畑
野
町
大
久
保
､
赤
泊
村
下
川
茂
の
み
で
あ
っ
た
｡
ま
た
､
行
事
と
し
て
は
途
絶
し
た
が
田
遊
び
に
か
か
わ
る
古
文
書
を
有
し
て
い

た
の
が
佐
和
田
町
八
幡
と
金
井
町
泉
で
あ
る
｡
完
全
に
廃
絶
し
た
の
が
小
木
町
小
比
叡
､
両
津
市
秋
津
､
同
下
久
知
､
同
長
江
､
同
驚
崎
で
あ
る
｡
た
だ
し
､
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近
年
小
木
町
の
も
の
は
復
活
を
と
げ
て
い
る
｡

次
に
､
こ
れ
ら
の
中
で
伝
来
さ
れ
続
け
､
そ
の
内
容
構
成
が
よ
-
わ
か
る
事
例
を
あ
ら
た
め
て
と
-
あ
げ
､
所
作
の
流
れ
や
使
用
す
る
道
具
に
つ
い
て
概
観

し
て
み
た
い
.

〔
事
例
一
佐
渡
郡
畑
野
町
大
久
保
白
山
神
社
の
田
連
神
事
の
場
合
〕

本
行
事
に
つ
い
て
は
､
『
新
潟
県
民
俗
芸
能
誌
』
『
佐
渡
芸
能
史
･
下
』
『
新
潟
県
史
･
民
俗
文
化
財
編
』
『
祭
礼
行
事
･
新
潟
県
』
等
や
文
化
財
指
定
等
の
資

料
を
も
と
に
そ
の
内
容
構
成
を
ま
と
め
て
み
た
o
こ
の
行
事
ほ
本
来
旧
暦
正
月
三
日
に
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
､
現
在
も
同
様
で
あ
る
o
そ
の
内
容
構
成

は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
｡
ま
ず
神
事
に
奉
仕
す
る
人
々
は
神
社
前
の
寺
院
(
真
言
宗
智
山
派
)
に
集
ま
る
｡
ち
な
み
に
終
了
後
も
同
寺
院
に
戻
る
｡

①
大
屋
が
神
前
で
｢
束
西
南
北
を
始
め
ま
す
｣
と
唱
え
､
餅
の
鰍
を
肩
に
し
て
中
央
に
出
る
｡
東
の
方
に
｢
東
町
し
ん
じ
ょ
｣
､
西
の
方
に
｢
西
ま
ち
し
ん
じ
ょ
｣
､

南
の
方
に
｢
南
ま
ち
し
ん
じ
ょ
｣
､
北
の
方
に
｢
北
ま
ち
し
ん
じ
ょ
｣
｢
合
わ
せ
て
五
万
五
千
つ
ぼ
､
な
か
の
よ
い
と
こ
ろ
を
苗
代
に
決
め
ま
す
Q
｣
と
唱
え
､

足
で
板
を
踏
み
な
ら
す
｡

②
隠
居
が
餅
の
鍬
で
｢
水
口
を
あ
け
る
｣
所
作
を
す
る
｡

③
次
に
大
屋
が
餅
の
鍬
を
肩
に
し
て
､
｢
田
ま
わ
り
｣
を
す
る
所
作
を
行
う
0

大
屋
が
出
て
､
｢
と
う
ろ
(
田
人
)
衆
､
と
う
ろ
衆
､
春
か
じ
を
凍
み
ま
す
｡
｣
｢
春
か
じ
｣
は
田
打
ち
の
意
で
あ
る
0

⑥
1
同
は
｢
餅
の
鍬
｣
を
か
つ
い
で
､
中
央
に
出
て
､
大
屋
の
音
頭
で
｢
打
出
の
小
槌

春
鍬
ま
わ
る
｣
に
あ
わ
せ
て
｢
ア
-
春
鍬
が
揃
う
た
｣
と
五
六
回

線
り
返
し
な
が
ら
､
板
を
踏
み
な
ら
し
田
打
ち
の
所
作
を
し
て
ま
わ
る
o

⑤
大
屋
が
出
て
鍬
の
餅
で
｢
水
止
め
｣

の
所
作
を
す
る
｡

⑥
大
夏
と
隠
居
が
出
て
｢
睦
塗
-
｣

の
所
作
を
す
る
｡

⑦
大
屋
が
出
て
オ
オ
ア
シ
を
引
-
所
作
を
行
う
｡

｢
こ
の
程
に

こ
の
程
に

こ
の
程
に

福
の
種
を

福
の
種
を

福
の
種
を
｣
と
3
度
繰
り
返
し
て
種
を
蒔
-
所
作
を
行
う
｡

⑧
隠
居
が
田
ま
わ
り
の
後
､
大
屋
の
音
頭
に
よ
り
､
田
人
衆
の
｢
貰
を
取
り
｣
の
所
作
が
み
ら
れ
る
｡
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⑨
大
屋
の
｢
田
ま
わ
り
｣
の
所
作
が
み
ら
れ
る
｡

⑲
隠
居
の
音
頭
で
､
鰍
を
打
つ
｢
田
起
こ
し
｣
の
所
作
が
見
ら
れ
る
｡

⑳
隠
居
の
｢
常
配
り
｣
の
所
作
を
行
う
｡

⑲
最
後
に
大
屋
の
音
頭
で
､
田
人
衆
が
､
｢
入
-
ま
す

坪
中
の
田

ホ
-
ケ
キ
ョ
-
に

カ
ク
チ
ュ
ウ
テ

コ
-
ソ
-
シ
-
ラ
給
え
｣
と
唱
え
､
後
ろ
へ
下
り
な
が
ら
ユ
ズ
リ
莫
を
ま
る
く
置
-
0
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こ
れ
を
四
､
五
回
線
-
返
し
､
大
屋
が
｢
あ
あ
常
が
た
く
さ
ん
あ
ま
っ
た
｣
と
い
っ
て
､
田
植
え
を
終
え
る
と
1
同
は
幕
曲
を
-
た
っ
て
式
を
終
わ
る
.

③
の
｢
春
か
じ
｣
と
は
田
打
ち
の
意
で
あ
る
｡
ま
た
⑲
の
所
作
は
桑
山
太
市
が
指
摘
聾
す
る
よ
う
に
幸
田
植
え
を
紡
沸
と
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
｡

〔
事
例
二

赤
泊
村
下
川
茂
五
所
神
社
の
御
田
植
神
事
の
場
合
〕

本
行
事
ほ
､
も
と
も
と
旧
暦
正
月
六
日
に
行
わ
れ
て
い
た
が
､
現
在
ほ
二
月
六
日
に
実
施
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
o
こ
れ
も
事
例
一
で
使
用
し
た
文
献
を
参

考
に
し
て
内
容
構
成
を
以
下
の
よ
-
に
整
理
し
た
｡

①
苗
取
り
の
式

祭
壇
に
供
え
て
あ
る
常
の
わ
ら
一
束
を
神
官
が
下
ろ
し
､
六
人
の
代
人
に
渡
す
.
代
人
ほ
わ
ら
の
ぬ
い
ご
を
三
本
抜
い
て
紙
に
入
れ
て
ふ

･
と
こ
ろ
に
お
さ
め
る
｡
次
に
祭
壇
に
供
え
て
あ
る
1
メ
-
ト
ル
く
ら
い
の
松
の
枝
六
木
を
下
ろ
し
､
六
人
の
代
人
に
渡
す
｡
杉
の
枝
は
稲
苗
で
あ
る
｡
こ

の
松
の
葉
を
と
-
な
が
ら
三
人
の
者
ほ
､
ロ
の
中
で
｢
東
山

小
松
か
き
わ
け
て

あ
の
い
づ
る
日
も

西
へ
ほ
入
ら
で

あ
の
こ
こ
に
照
ら
す
｣
と
聞

こ
え
な
い
よ
う
に
唱
え
る
｡
さ
き
に
抜
い
た
ぬ
い
ご
で
こ
の
常
を
1
把
ず
つ
束
ね
る
｡
1
把
束
ね
終
わ
る
た
び
に
､
太
鼓
の
合
図
で
､
千
首
打
ち
の
男
児

二
十
人
く
ら
い
が
厚
板
を
椿
の
捧
で
鳴
ら
し
て
解
す
｡

②
朝
飯
の
式

祭
壇
に
供
え
て
あ
る
曲
物
を
神
官
が
下
ろ
し
､
七
人
の
官
方
へ
7
升
餅
を
五
つ
に
切
っ
た
も
の
を
与
え
る
｡
宮
方
は
い
た
だ
い
て
紙
に
つ
つ

み
､
懐
中
に
入
れ
る
o

③
田
打
ち
の
式

祭
壇
の
桑
の
木
の
鍬
六
挺
を
神
官
が
代
人
に
渡
す
｡
鍬
の
刃
登
別
に
捧
げ
て
拝
殿
に
下
-
て
拝
礼
｡
小
筒
打
ち
が
僻
す
｡

④
オ
オ
ア
シ
の
式

祭
壇
に
供
え
て
あ
る
長
さ
約
一
メ
-
-
ル
の
オ
オ
ア
シ
を
神
官
が
お
ろ
し
､
官
方
の
オ
オ
ア
シ
引
き
に
渡
す
｡
オ
オ
ア
シ
引
き
は
神
前

に
向
か
っ
て
身
体
を
屈
め
､
左
の
足
か
ら
踏
み
出
し
左
の
手
に
オ
オ
ア
シ
を
寄
せ
な
が
ら
､
右
の
手
を
放
さ
ず
す
ぐ
右
の
足
を
踏
み
出
し
､
右
の
手
に
オ

オ
ア
シ
を
寄
せ
な
が
ら
､
左
の
手
を
放
さ
ず
に
､
前
へ
七
足
､
後
へ
五
足
､
ま
た
前
へ
進
む
こ
と
l
ニ
足
､
あ
わ
せ
て
七
､
五
､
三
で
l
回
と
し
て
､
太
鼓

の
合
図
で
小
首
打
ち
が
僻
す
｡

⑤
田
植
え
の
式

六
人
の
代
人
が
拝
殿
に
進
み
､
甫
取
-
の
式
に
と
っ
た
箇
松
の
葉
を
山
把
ず
つ
懐
中
か
ら
出
し
自
分
の
前
に
撒
-
.
1
把
植
え
る
ご
と
に
､

神
歌
を
唱
え
､
太
鼓
を
合
図
に
小
筒
打
ち
が
僻
す
｡

⑥
夕
飯
の
式

朝
飯
･
昼
飯
の
式
と
同
じ
こ
と
を
し
て
終
え
る
｡
そ
の
後
神
髄
の
餅
を
撤
-
0

①
ほ
畔
子
田
の
名
残
で
あ
ろ
う
か
o
ち
な
み
に
近
藤
忠
造
は
こ
の
部
分
で
輝
子
田
の
形
式
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
､
行
事
自
体
を
古
式
と
評
価
し
て
い
る
.
(
5
'

〔
事
例
三

佐
渡
郡
小
木
町
小
比
叡

小
比
叡
神
社
の
田
遊
び
神
事
の
場
合
〕

本
行
事
は
二
月
六
日
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
青
木
重
孝
｢
南
佐
渡
民
俗
誌
｣
(
『
新
潟
県
文
化
財
年
報
第
二
･
南
佐
渡
≡
九
五
入
年
に
所
収
)
､

『
佐
渡
芸
能
史
･
下
』

『
新
潟
県
の
民
俗
芸
能
』

に
よ
-
内
容
を
ま
と
め
た
.
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内
容
構
成

①
拝
殿
の
中
央
に
神
前
に
向
か
っ
て
田
人
三
人
が
餅
鍬
を
前
に
し
て
並
ぶ
｡
左
側
に
頭
取
が
祥
を
つ
け
太
鼓
を
前
に
座
る
｡
右
側
は
田
に
見
立
て
た
舞
台
で

幕
の
か
げ
に
襲
を
着
た
も
ぐ
ら
と
黒
装
束
の
鳥
の
男
が
隠
れ
る
｡
式
の
順
序
は
と
う
ど
り
の
太
鼓
に
よ
っ
て
始
ま
る
｡

②
頭
と
り
｢
出
雲
の
国
か
ら
田
打
ち
こ
そ
ま
い
り
た
｣
と
三
度
繰
り
返
す
｡

田人

唱
和
し
て
｢
出
雲
の
国
か
ら
田
打
こ
そ
参
り
た
｣

③
頭
と
り
｢
春
-
わ
に
そ
ん
ぶ
り
｣

田
人
｢
春
-
わ
に
そ
ん
ぶ
り
｣
鍬
を
あ
り
あ
げ
所
作
を
三
度
行
う
0

①
頭
と
り
｢
こ
れ
は
よ
く
打
っ
て
く
れ
ま
し
た
｡
な
か
な
か
早
い
の
で
腹
も
空
い
た
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
｡
た
ば
こ
に
し
て
-
だ
さ
い
｡
ど
う
だ
支
度
は
出

来
て
い
ま
す
か
な
｣
と
宮
守
り
の
方
へ
催
促
す
る
｡
宮
間
守
は
酒
と
煮
し
め
な
ど
出
す
｡
田
人
は
め
い
め
い
礼
を
述
べ
て
頂
-
｡
-
水
加
減
-
0

⑤
太
鼓
を
打
っ
て
次
の
式
に
か
か
る
.

頭
と
り
｢
さ
て
そ
れ
で
は
水
か
げ
ん
を
見
に
来
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
か
｡
｣

田
人
｢
掩
う
そ
れ
は
お
ら
が
行
っ
て
釆
ま
す
｣
餅
の
鍬
を
か
つ
い
で
立
っ
て
行
-
(
神
楽
所
全
体
が
田
ん
ぼ
)
o
｢
あ
あ
､
朝
の
早
い
の
は
な
か
な
か
気
持
ち

の
良
い
も
の
だ
o

こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
砕
い
た
か
な
o
え
え
と
土
手
の
芝
､
人
に
踏
ま
れ
て
1
度
は
ね
た
が
､
露
の
情
で
起
き
な
は
る

コ
リ
ヤ
コ
リ
ヤ
と

え
え
､
こ
ん
な
処
に
む
-
ろ
穴
を
あ
け
や
が
っ
て
｡
｣

⑥
踏
む
ま
ね
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
へ
覆
面
共
あ
ら
わ
れ
､
ど
や
ど
や
と
田
人
に
襲
い
か
か
り
､
つ
き
転
し
て
足
を
ひ
っ
ば
り
手
を
ひ
っ
ば
る
｡
し
ば
ら
-
し

て
田
人
を
つ
き
放
す
｡
田
人
起
き
上
が
-
鍬
を
拾
っ
て
戻
っ
て
釆
て
､
｢
あ
あ
､
む
く
ろ
穴
に
足
を
と
ら
れ
て
大
変
な
目
に
逢
い
ま
し
た
が
､
水
の
か
げ
ん

は
良
い
あ
ん
ば
い
で
し
た
｡
｣
と
報
告
す
る
｡

⑦
頭
と
-
｢
そ
り
や
御
苦
労
で
ご
ざ
い
ま
し
た
o
ち
っ
と
遅
い
の
で
心
配
し
ま
し
た
.
さ
あ
ま
あ
休
ん
で
-
だ
さ
い
｡
｣
そ
し
て
太
鼓
を
打
っ
て
-
エ
ソ
ブ
リ
-

⑧
｢
こ
ん
ど
は
田
ん
ぼ
を
平
ら
め
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
｡
｣

田
人
｢
え
い
と
ふ
､
え
い
と
ふ
｣
三
べ
ん
鍬
を
と
っ
て
田
を
平
め
る
所
作
を
行
ラ
.

頭
と
り
｢
い
や
も
-
良
さ
そ
-
だ
｡
で
は
こ
ん
ど
は
牛
ご
な
し
を
や
っ
て
下
さ
い
｡
牛
も
春
出
し
で
ち
ょ
っ
と
威
勢
が
良
い
か
思
い
ま
す
｡
気
を
つ
け
て

く
だ
さ
い
｡

⑨
ご
飯
-
田
人
は
も
と
の
場
所
に
帰
り
､
実
際
に
酒
肴
に
あ
ず
か
る
｡
水
か
げ
ん
を
見
忙
出
て
､
エ
ソ
プ
リ
(
田
を
な
ら
す
)
､

⑲
ペ
コ
つ
か
い
､
ペ
コ
は
三
升
-
ら
い
で
作
っ
た
餅
を
､
中
捻
ど
で
縄
で
結
ん
だ
も
の
｡
水
か
げ
ん
､
苗
草
ふ
り
､
肥
料
を
ま
-
所
作
で
､
松
の
葉
を
撒
-
0

⑪
オ
オ
ア
シ
引
き

オ
オ
ア
シ
は
松
の
枝
を
見
立
て
る
｡
種
蒔
き
､
福
の
種
と
い
っ
て
小
さ
い
餅
を
見
物
人
に
撤
-
0
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⑲
首
取
り
､
常
運
び
､
両
端
に
餅
を
つ
け
た
棒
で
雷
を
運
ぶ
｡

神
社
が
以
前
は
山
王
権
現
と
い
わ
れ
た
.
い
ま
は
境
内
に
雪
た
｢
白
山
さ
ま
｣
､
｢
天
神
さ
き
を
合
托
し
て
い
る
点
が
興
味
深
い
o
宮
守
の
家
賢
伝
さ
れ

て
き
た
も
の
を
明
治
四
十
三
年
に
書
き
写
し
た
｢
田
う
え
式
の
覚
｣
と
い
う
記
録
が
あ
る
の
が
特
徴
で
あ
る
｡

以
上
､
事
例
i
･
二
･
三
を
比
較
し
て
み
る
と
､
い
ず
れ
も
ス
-
-
-
-
的
に
は
田
植
え
を
素
材
に
し
た
滑
椿
味
あ
ふ
れ
る
狂
言
的
芸
能
と
い
え
る
o
登
場

す
る
農
民
(
田
宇
田
人
)
､
使
用
す
る
農
具
､
水
口
の
確
保
な
ど
共
通
す
る
点
が
多
い
｡
他
の
共
通
項
と
し
て
は
､
感
染
呪
術
で
あ
る
と
同
時
に
予
祝
神
事
で

も
あ
る
.
ま
た
､
田
逆
に
狭
義
の
御
田
が
見
ら
れ
る
こ
と
や
白
山
神
社
及
び
白
山
系
修
験
に
連
な
る
点
が
あ
げ
ら
れ
る
｡
こ
の
よ
う
な
性
格
の
行
事
(
狂
言
風
御

田
植
)
に
は
､
福
島
県
棚
倉
町
八
硯
の
都
々
別
神
社
の
御
田
植
や
､
静
岡
県
三
島
市
の
三
島
神
社
の
御
田
植
な
ど
が
あ
る
(
望
前
者
に
は
御
田
植
の
図
が
残
り
､

ま
た
次
第
に
は
｢
神
楽
三
座
､
堰
見
分
､
田
ウ
ナ
ヒ
触
､
田
ウ
ナ
ヒ
､
水
取
､
シ
p
カ
キ
､
タ
ロ
ヌ
リ
､
コ
ヤ
シ
入
れ
､
種
祈
帝
､
神
楽
三
座
､
種
蒔
､
鳥
追
､

田
植
触
､
田
植
､
中
飯
(
餅
撒
き
)
｣
と
あ
る
｡
三
島
人
神
社
で
も
望
､
穂
長
の
尉
､
福
太
郎
､
早
乙
女
な
ど
が
出
て
､
苗
代
打
か
ら
ほ
じ
め
､
牛
の
田
鋤
､

種
蒔
き
､
鳥
追
ひ
､
夕
立
な
ど
を
能
狂
言
夙
に
演
じ
て
い
る
｡
登
場
す
る
農
民
(
田
主
･
田
人
)
､
使
用
す
る
農
具
､
水
口
の
確
保
な
ど
共
通
す
る
点
が
多
い
｡

(
〓
)
田
遊
び
神
事
の
多
面
性

そ
の
他
､
行
事
そ
の
も
の
は
途
絶
し
た
が
､
田
遊
び
に
関
す
る
古
文
書
を
伝
え
る
ケ
-
ス
と
し
て
金
井
町
泉
の
荒
貴
神
社
が
あ
る
雪
同
町
の
服
部
家
に
伝

わ
る
文
書
か
ら
､
そ
の
内
容
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
｡
八
人
の
早
乙
女
と
五
人
の
神
楽
男
の
舞
､
官
百
姓
は
歌
い
手
を
つ
と
め
､
地
頭
の
祝
言
も
あ

る
｡
正
月
十
五
日
に
は
御
弓
至
大
の
社
人
が
射
て
い
る
｡
こ
れ
は
遍
的
な
稲
作
儀
礼
と
い
う
よ
り
は
後
述
す
る
両
津
市
に
伝
わ
る
花
笠
桶
の
｢
御
田
の
踊

り
｣
に
似
て
い
る
Q
小
比
叡
神
社
と
(
こ
れ
も
途
絶
し
た
が
)
両
津
市
熱
田
神
社
の
オ
シ
コ
と
い
う
行
事
は
､
田
逆
び
と
御
弓
神
事
が
1
連
の
行
事
と
な
っ
て
い

る
の
に
対
し
､
こ
こ
で
ほ
荒
貴
神
社
の
場
合
ほ
､
小
正
月
行
事
の
色
彩
が
強
か
っ
た
よ
-
で
あ
る
｡
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
､
田
遊
び
が
狭
義
の
田
楽
系
芸

能
の
範
時
に
と
ど
ま
ら
ず
､
実
態
と
し
て
は
､
文
化
財
の
種
別
で
い
う
と
こ
ろ
の
風
俗
習
慣
に
あ
た
る
行
事
の
性
格
も
併
有
し
た
り
､
あ
る
い
ほ
連
動
し
て
実

質
1
体
の
行
事
と
な
っ
て
い
た
場
合
も
あ
る
こ
と
で
あ
る
｡

ま
た
､
筆
者
が
別
に
提
起
し
た
い
こ
と
が
あ
る
o
そ
れ
は
佐
渡
に
お
け
る
田
遊
び
と
い
わ
ゆ
る
オ
コ
ナ
イ
(
お
こ
な
い
と
も
表
記
す
る
､
性
格
は
村
落
忙
お
け

る
修
正
全
行
事
)
と
の
関
連
で
あ
る
｡
以
前
か
ら
新
井
恒
易
や
萩
原
龍
夫
(
-
1
)
が
説
-
よ
-
に
本
来
と
田
遊
び
と
オ
コ
ナ
イ
は
結
び
つ
-
べ
き
条
件
が
あ
っ
た
.
し

か
し
､
オ
コ
ナ
イ
習
俗
の
多
数
残
る
近
江
で
は
そ
れ
が
展
開
し
な
か
っ
た
が
､
東
海
や
北
陸
地
方
で
は
共
存
共
栄
し
､
田
遊
び
展
開
の
末
端
は
佐
渡
に
お
い
て

も
認
め
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
.
た
し
か
に
現
在
の
近
江
に
お
け
る
伝
存
例
を
確
認
し
て
み
る
と
､
①
峰
山
入
の
オ
コ
ナ
イ
(
栗
東
町
)
､
②
湖
北
町
延
勝
寺

の
オ
コ
ナ
イ
(
湖
北
町
)
､
③
浅
井
町
高
山
の
オ
コ
ナ
イ
(
浅
井
町
)
､
⑥
高
月
町
馬
上
の
オ
コ
ナ
イ
(
高
月
町
)
､
⑤
観
音
寺
の
オ
コ
ナ
イ
(
栗
東
町
)
で
ほ
い
ず
れ

も
田
遊
び
と
の
関
連
は
看
取
で
き
な
い
(
鷲

佐
渡
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
検
証
し
て
み
る
が
､
ま
ず
､
新
年
に
行
わ
れ
る
集
落
の
平
穏
と
豊
作
を
祈
願
す
る
祭
り
を
､
佐
渡
で
は
｢
オ
コ
ナ
イ
｣
あ
る
い
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佐渡の農の民俗への視点一田植習俗を中心に
は
｢
シ
ョ
ウ
ゴ
ソ
｣
｢
春
祈
商
｣
と
呼
ん
で
い
る
｡

現
在
で
も
行
わ
れ
て
い
る
オ
コ
ナ
イ
は
相
川
町
田
野
滞
の
西
方
寺
で
､
大
晦
日
か
ら
正
月
二
日
ま
で
大
檀
那
(
重
立
)
七
人
衆
が
坐
す
る
式
除
夜
に
集
ま
り
ー

鏡
餅
を
供
え
る
.
元
旦
に
は
仁
王
経
を
包
ん
だ
牛
玉
宝
印
を
仏
前
に
あ
げ
て
勤
行
し
､
天
下
泰
平
の
祈
樽
を
修
す
る
｡
牛
玉
宝
印
空
座
に
者
の
頭
上
に
押
し

あ
て
る
｡
後
述
す
る
相
川
町
北
田
野
滞
で
も
正
月
二
日
に
阿
弥
陀
堂
で
重
立
七
人
衆
が
座
し
て
行
わ
れ
て
い
る
(
驚
こ
の
よ
う
な
集
落
が
本
来
有
す
る
組
織
･

座
次
を
背
景
と
す
る
点
は
赤
泊
村
の
下
川
茂
の
田
遊
び
神
事
に
も
共
通
す
る
の
で
あ
る
｡
後
述
す
る
花
笠
踊
が
伝
承
さ
れ
る
両
津
市
に
は
応
永
十
二
年
(
l
四

〇
五
)
八
月
十
九
日
の
記
載
が
あ
る
｢
久
知
本
間
氏
給
分
帳
写
｣
覇
潟
県
史
･
中
世
資
料
編
･
三
=
元
九
五
号
と
い
-
文
献
が
残
り
､
そ
こ
に
は
久
知
<
幡

宮
や
近
-
の
堂
に
奉
納
す
る
オ
コ
ナ
イ
の
日
時
や
費
用
が
書
き
出
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
田
遊
と
の
関
連
は
わ
か
ら
な
い
が
畑
野
町
の
松
前
神
社
の
祭
礼
の
記
録

に
も
文
化
年
間
の
支
出
の
消
耗
品
の
中
に
｢
行
い
の
紙
｣
と
い
-
記
載
が
み
ら
れ
る
Q
更
に
畑
野
町
小
倉
の
区
有
文
書
の
元
禄
御
水
帳
の
地
名
の
中
に
｢
お
こ

な
い
田
｣
と
い
う
下
々
畑
が
二
枚
の
っ
て
い
る
(
2
4
)
0

ま
た
､
か
つ
て
熱
心
に
行
わ
れ
て
い
た
オ
コ
ナ
イ
と
し
て
ほ
､
以
下
の
事
例
が
あ
る
｡
両
津
市
の
矢
崎
神
社
で
は
､
正
月
七
日
の
早
朝
に
｢
仕
事
始
空
と

い
う
御
田
植
神
事
が
行
わ
れ
て
い
た
｡
そ
の
内
容
は
鳥
追
い
‥
孟
-
･
大
足
･
田
植
え
の
四
役
が
出
て
お
こ
な
わ
れ
た
が
､
鳥
追
い
役
は
鳥
追
い
の
唱
え
言

空
音
い
な
が
ら
､
棒
で
本
殿
の
戸
袋
を
叩
い
た
と
い
う
も
の
て
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
､
佐
渡
に
お
け
る
過
去
･
現
在
の
田
遊
び
と
オ
コ
ナ
イ
の
あ
り
か
た
に
目
を
向
け
る
と
両
者
の
共
存
関
係
が
あ
ら
た
め
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
く

る
の
で
あ
る
･
ち
な
み
に
､
他
県
に
お
い
て
も
､
こ
の
よ
-
な
性
格
の
田
遊
び
が
確
認
さ
れ
る
｡
例
え
ば
､
静
岡
県
寺
野
観
音
堂
の
オ
コ
ナ
イ
は
御
神
楽
･
面

形
の
舞
･
田
打
で
構
成
さ
れ
て
い
る
(
鷲

そ
の
他
､
佐
渡
郡
新
穂
村
に
は
田
撃
｣
し
蹄
(
村
指
定
文
化
財
)
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
(
-
u
'
'
こ
れ
は
小
前
百
姓
が
庄
屋
の
田
植
え
の
折
に
､
余
興
と
し
て

踊
っ
た
も
の
で
あ
る
.
こ
の
踊
り
は
､
｢
田
植
え
ぶ
し
｣
な
ど
に
あ
わ
せ
て
､
1
連
の
稲
作
過
程
の
所
作
す
な
わ
ち
田
起
こ
し
･
大
足
･
常
-
ば
り
･
田
植
を
滑

稽
味
を
加
え
な
が
ら
模
擬
的
に
踊
る
も
の
で
あ
る
｡

(
≡
)

田
遊
び
と
し
て
の
御
田

広
い
意
味
で
の
田
遊
び
に
は
､
予
祝
行
事
と
し
て
の
御
田
と
実
際
の
田
植
に
際
し
て
田
を
僻
す
御
田
植
神
事
が
あ
る
垂
が
､
佐
渡
の
場
合
ほ
前
者
が
中
心
で

あ
る
｡

こ
れ
ら
の
共
通
項
と
し
て
は
､
感
染
呪
術
で
あ
る
同
時
に
予
祝
神
事
で
も
あ
る
こ
と
､
田
遊
に
御
田
が
見
ら
れ
る
こ
と
､
白
山
神
社
系
統
に
つ
ら
な
る
も
の

が
あ
る
こ
と
で
あ
る
｡
ま
た
､
詞
章
に
つ
い
て
も
共
通
点
が
い
-
つ
か
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
o

こ
こ
で
は
踊
り
と
詞
章
に
御
田
の
性
格
を
色
濃
-
と
ど
め
る
花
笠
踊
り
を
と
り
あ
げ
て
検
討
し
た
み
た
い
｡
ま
ず
､
こ
れ
は
両
津
市
下
久
知
久
知
八
幡
宮
花

笠
踊
か
ら
見
て
み
ょ
う
.
こ
れ
は
､
例
祭
に
奉
納
さ
れ
る
踊
り
で
あ
り
､
地
元
で
は
奈
良
春
日
神
社
や
京
都
賀
茂
神
社
か
ら
学
ん
だ
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
(
鷲
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具
体
的
に
は
以
下
の
四
つ
の
踊
り
か
ら
な
る
｡

①
｢
御
田
踊
-
｣
水
口
を
祭
り
､
田
植
え
を
祝
う
｡

②
｢
神
事
踊
-
｣
豊
年
満
作
を
祈
念
す
る
｡

③
｢
千
代
踊
り
｣
収
穫
を
寿
ぐ
｡

⑥
｢
金
田
踊
り
｣
収
穫
を
寿
ぐ
｡

踊
り
手
役
者
は
御
田
の
大
空
人
と
踊
り
子
(
早
乙
女
)
十
四
人
で
構
成
さ
れ
て
い
る
｡
輝
子
方
は
地
学
鉦
･
笛
･
太
鼓
､
で
あ
る
.
小
歌
が
主
と
し
て
い

て
､
席
-
の
形
式
は
簡
単
な
輪
形
踊
-
で
あ
-
､
中
世
神
事
の
面
影
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
｡
田
遊
び
の
花
笠
踊
､
狂
言
式
の
獅
子
の
法
問
､

風
流
の
鬼
の
舞
､
鹿
踊
-
な
ど
多
-
の
種
別
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
-
､
八
月
十
五
日
の
祭
礼
に
あ
わ
せ
た
流
鏑
馬
の
神
事
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
｡
現
在
久
知
八

幡
宮
で
は
オ
-
モ
ソ
サ
ゲ
･
オ
-
モ
ソ
ビ
ラ
キ
と
い
う
年
占
神
事
が
行
わ
れ
て
い
る
が
､
こ
の
正
月
七
日
は
中
世
で
は
オ
コ
ナ
イ
す
な
わ
ち
修
正
会
の
日
に
あ

た
っ
て
い
る
.
ま
た
あ
わ
せ
て
仁
王
会
も
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
久
知
八
幡
宮
を
地
域
の
核
に
し
て
､
異
な
る
風
俗
慣
習
等
が
共
存
･

連
携
し
て
い
た
実
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
｡

次
に
､
花
笠
桶
の
性
格
を
掘
り
下
げ
る
た
め
に
､
と
り
わ
け
御
田
踊
-
の
詞
葦
に
つ
い
て
在
日
し
て
み
た
い
｡
こ
れ
は
､
賀
茂
明
神
の
神
主
(
シ
テ
)
が
氏
子

お
ん
だ

の
早
乙
女
た
ち
を
呼
ん
で
田
植
の
神
事
を
す
る
｡
｢
御
田
｣
の
名
で
､
能
｢
賀
茂
｣
の
替
間
と
し
て
も
演
じ
ら
れ
て
い
る
｡
｢
田
植
｣
の
名
で
本
誓
口
と
し
て
台

本
に
載
せ
る
の
は
和
泉
流
の
み
で
あ
る
が
､
天
正
本
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
｡
佐
渡
の
山
本
修
之
助
『
佐
渡
の
民
需
』
や
同
氏
｢
久
知
八
幡
宮
踊
｣
(
『
越
佐
研

究
』
第
五
･
六
合
併
号

完
五
三
年
)
､
さ
ら
に
は
『
佐
渡
芸
能
史
･
↑
』
で
ほ
御
田
柄
り
の
歌
詞
は
爵
曲
｢
加
茂
｣
の
間
狂
言
の
別
習
｢
御
田
｣
と
構
似
し

て
い
る
と
い
う
O
以
下
､
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
･
梁
塵
秘
抄
･
閑
吟
集
･
狂
言
歌
謡
』
(
完
九
三
年
)
の
狂
言
歌
爵
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
｢
御
田
｣
の
歌

詞
と
詞
章
の
比
較
を
試
み
た
い
.
詞
章
を
A
-
-
に
分
け
､
前
半
に
は
問
誓
ロ
の
田
植
(
御
田
)
､
後
半
に
は
両
津
市
の
御
田
踊
り
の
詞
章
を
抜
き
出
し
た
.

A

『
御
田
』
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女
｢
神
山
の

加
茂
川
波
豊
な
る

御
戸
代
小
田
を
植
へ
ん
と
て

早
乙
女
の
袖
を
連
ね

笠
の
端
を
並
べ
つ
れ

い
ざ
み
田
植
を
急
が
ん
｣

『
御
田
柄
-
』

(
神
山
の
謡
)
｢
神
山
久
知
の
河
波
審
か
に
て
御
苗
代
本
田
を
植
ん
と
て
五
月
女
の
袖
を
つ
ら
ね
､
笠
の

羽
を
並
べ
つ
つ

い
ざ
み
田
植
を
急
が
ん
｣

『
御
田
』

｢
(
女
た
ち
)
苗
代
を

と
ろ
ら
と
な
ら
し
す
ま
し
つ
つ
､
水
も
豊
に
水
口
を
紀
り
納
む
る
神
の
小
田
稔
る
も

程
な
か
り
け
り
｣

『
御
田
柄
り
』

｢
百
代
の
泥
田
を
な
ら
し
す
ま
し
つ
つ
水
泰
か
に
水
口
を
柁
-
納
め
る
神
の
小
田
稔
る
も
程
な
り
け
り
､
｢
や
れ
や
れ
皆
々
御
神
労
に
て
侯
､
今
日
は
最

上
膏
日
に
て
侯
間
､
御
田
植
を
始
を
め
す
る
に
て
俵
｣
そ
れ
に
て
甫
掃
え
を
御
沙
汰
あ
り
､
｢
か
し
こ
ま
っ
て
侯
｣

『
御
田
』

(
シ
テ
)
水
口
｢
参
ら
せ
侯
や
ま
っ
て
申
､
そ
れ
､
春
の
種
↑
ろ
し
は
少
な
-
と
も
､
遍
万
倍
な
る
べ
し
､
お
よ
そ
､
あ
た
り
来
る
年
号
は

よ
き
年
号
､
月
の
並
び
は
三
百
六
十
余
ケ
日
､
地
持
つ
和
合
し
て
､
白
銀
の
花
咲
き
､
金
の
実
な
り
､
せ
ま
ち
に
千
束
､
万
に
万
克
と
､
よ
き
日
の
よ
き
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時
を
も
っ
て
､
水
口
を
柁
-
す
ま
し
声
を
上
げ
､
田
植
い
早
乙
女
､
植
え
い

早
乙
女
｣

『
御
田
柄
-
』
｢
某
は
水
口
を
祭
-
納
め
を
づ
る
に
て
俵
｣
｢
夫
れ
春
の
種
下
し
は
少
な
-
候
共
秋
に
も
に
な
ら
ば
畝
町
に
千
束
､
町
に
万
来
､
寸
の
坪
に

尺
の
穂
垂
れ
を
祭
り
声
を
揚
げ
｣

以
下
D
-
-
は
一
括
(
直
接
対
比
す
る
歌
詞
は
両
韓
市
の
御
田
踊
り
に
ほ
見
ら
れ
な
い
｡
)

D

女
目
出
度
み
田
植
に

苗
代
に
降
-
立
ち

シテ

降
-
立
ち
て

田
植
ば
早
乙
女

笠
買
ふ
て
着
せ
-
ぞ

女
笠
買
ふ
て
賜
ぶ
な
ら
ば

猶
も
田
を
ば
植
よ
ふ
よ

E

シ
テ
い
か
に
早
乙
女

富
岡
山
に

白
玉
椿
の

花
の
咲
い
た
見
た
る
か

八
千
代
を
重
て

咲
い
た
る
ぞ
め
で
た
き

F

い
か
に
早
乙
女

早
苗
取
る
と
て

手
を
取
る
ぞ
お
か
し
き

女
取
っ
た
ら
ば
大
事
か

若
い
時
の
習
い
よ

G

早
苗
取
る

山
田
の
懸
け
樋

漏
-
に
け
-

女
引
-
注
連
縄
に
露
ぞ
か
か
-
た
る

シ
テ
五
月
の
さ
女
房
と

春
の
篤
と

女
声
比
べ
せ
う

春
の
篤
と

H

い
か
に
早
乙
女

懸
想
文
が
ほ
し
い
か

懸
想
文
を
賜
ぶ
な
ら
ば

さ
ぞ
な
嬉
し
か
ら
ま
し

シ
テ
懸
想
文
取
っ
た
-
と

何
に
せ
-
ぞ
見
目
悪

女
つ
ら
憎
い
男
の

言
ふ
た
事
の
腹
立
つ
か
や

ま
こ
と
に
腹
が
立
つ
な
ら
ば

水
鏡
を
見
よ
か
し

女
早
乙
女
の
影
映
す

苗
代
の
隅
々
の

水
は
鏡
か
わ

シ
テ
鏡
は
見
た
り
と
も

顔
わ
汚
れ
た
り

女
顔
わ
汚
れ
た
り
と
も

思
ふ
人
は
持
た
り

-

シ
テ
い
か
に
早
乙
女

此
所
の
山
々
に

花
の
咲
い
た
見
た
る
か

女
げ
に
き
つ
と
見
た
れ
ば

黄
金
の
花
も
咲
い
た
-

シ
テ
あ
ふ
め
で
た
や

女
め
で
た
や

シ
テ
実
め
で
た
か
り
け
り

ま
こ
と
に
め
で
か
り
け
り

同
め
で
た
き
御
世
に
は

千
乗
万
乗

富
降
れ
-

降
れ
り
や

富
降
れ
り

詞
章
を
比
較
す
る
と
前
半
の
間
狂
言
の
A
-
C
相
当
箇
所
は
た
し
か
に
歌
詞
は
類
似
し
て
い
る
｡
た
だ
し
A
の
加
茂
川
↓
久
知
の
河
堅
不
さ
れ
る
よ
う
に
佐

渡
の
地
名
に
置
き
え
ら
れ
､
佐
渡
独
特
の
言
い
回
し
に
転
化
し
て
い
る
｡
歌
詞
の
性
格
か
ら
い
う
と
田
植
え
の
中
で
も
特
に
水
口
祭
り
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
.

こ
れ
は
両
津
市
に
は
地
頭
本
間
氏
の
水
田
開
墾
に
伴
う
水
源
確
保
の
伝
来
が
あ
り
､
l
面
で
は
こ
れ
に
起
因
し
て
い
る
と
も
い
え
る
｡

な
お
｡
小
山
弘
志
垂
は
｢
御
田
｣
を
ア
イ
の
特
殊
演
出
で
あ
り
､
神
主
と
大
勢
の
早
乙
女
と
が
登
場
し
て
田
植
え
の
さ
ま
を
演
ず
る
と
す
る
｡
た
だ
し
こ
こ
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に
は
歌
詞
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
o
さ
ら
堅
戸
井
田
道
三
垂
も
ー
部
紹
介
し
て
い
る
.
賀
茂
の
御
田
を
植
え
る
所
作
を
し
な
が
ら
､
神
主
と
サ
ヲ
ト
メ
が
か
け

あ
い
で
歌
の
や
-
と
-
を
す
る
と
説
明
し
て
い
る
｡

次
に
両
津
市
に
も
-
l
箇
所
花
笠
踊
が
伝
東
さ
れ
て
い
る
の
で
こ
れ
に
つ
い
て
も
見
て
み
た
い
｡

こ
れ
は
､
両
津
市
赤
玉
に
伝
わ
る
花
笠
踊
で
あ
る
o
伝
東
で
は
京
都
か
ら
習
っ
た
も
の
で
あ
-
､
室
町
時
代
か
ら
存
在
し
た
と
す
る
o
久
知
八
幡
宮
か
ら
習

う
｡
鹿
踊
り
用
の
歌
詞
に
は
本
家
と
さ
れ
る
久
知
の
も
の
に
も
な
い
独
自
の
も
の
が
あ
る
｡
内
容
は
傘
鉾
､
大
太
鼓
､
地
方
､
鬼
､
笛
吹
､
獅
子
､
花
笠
の
踊

-
で
構
成
さ
れ
て
い
る
｡

花
笠
踊
の
伝
東
事
例
と
し
て
他
に
､
相
川
町
北
田
野
滞
の
花
笠
踊
が
あ
る
空
こ
れ
は
四
月
十
四
日
の
宵
宮
に
踊
る
も
の
で
あ
る
.
御
礼
智
神
社
の
社
前
や

浜
辺
の
踊
り
場
が
会
場
と
な
る
｡
し
き
り
が
な
-
､
サ
サ
ラ
を
す
る
の
が
特
徴
で
あ
る
｡
こ
の
他
､
明
治
期
に
途
絶
し
た
も
の
で
あ
る
が
､
新
穂
村
潟
上
牛
尾

神
社
で
も
六
月
三
十
日
の
祭
日
に
花
笠
桶
が
演
じ
ら
れ
て
い
た
(
鷲
｢
潟
上
牛
尾
神
社
祭
典
花
笠
踊
唱
歌
｣
と
題
し
た
歌
の
構
成
は
御
田
植
え
踊
り
･
紅
葉
踊
り
.

き
ぬ
た
踊
り
･
根
笹
踊
り
･
紙
園
踊
り
で
あ
る
｡
｢
御
田
植
踊
り
｣
で
は
､
｢
植
え
よ
植
え
よ

早
乙
女

田
を
植
え
よ

早
乙
女

御
田
に
お
り
立
ち
て
田
を

植
え
よ

早
乙
女
｣
と
あ
る
Q
ま
た
｢
い
か
に
早
乙
女

化
粧
沸
し
け
り
化
粧
文
を
給
ふ
な
ら
ば

さ
ぞ
な
嬉
し
か
ら
ま
し

化
粧
文
は
持
ち
た
れ
ど

何に

せ
う
や
｣
｢
苗
代
の
水
は
鏡
よ
｣
等
の
歌
詞
に
加
え
て
､
｢
早
乙
女

潟
上
の
神
山
に
花
咲
き
た
る
見
よ
か
し
｣
に
は
､
｢
御
田

｣
や
｢
御
田
踊
り
｣
の
歌
詞
を
意

識
し
て
い
る
｡

以
上
紹
介
し
た
花
笠
踊
は
あ
ら
た
め
て
そ
の
内
容
を
概
観
す
る
と
､
口
上
･
科
白
に
お
い
て
の
共
通
性
が
見
ら
れ
る
｡
ま
た
､
奉
納
す
る
神
社
も
共
通
す
る

場
合
が
あ
る
｡
両
津
市
赤
玉
の
場
合
も
本
来
は
白
山
神
社
へ
奉
納
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
花
笠
踊
り
の
中
の
鹿
踊
り
の
存
在
に
も
注
意
し
た
い
｡

他
県
の
類
例
で
ほ
､
奥
州
の
岩
手
県
都
南
相
見
前
の
田
植
踊
は
花
笠
師
が
あ
-
､
早
乙
女
三
人
と
少
年
四
人
と
田
植
･
田
刈
な
ど
を
踊
っ
て
い
る
(
鷲

(
四
)
八
幡
宮
田
遊
び
歌
と
『
田
植
草
紙
』

次
に
､
中
世
以
来
の
田
遊
び
の
内
容
を
間
接
的
に
と
ど
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
田
遊
び
歌
に
目
を
向
け
て
み
る
｡
そ
し
て
､
前
章
ま
で
に
確
認
で
き
た
こ

の
習
俗
の
イ
メ
-
ジ
を
さ
ら
に
膨
ら
ま
せ
て
み
た
い
｡

具
体
的
に
は
'
佐
和
田
町
の
八
幡
宮
に
比
定
さ
れ
る
神
社
に
伝
承
さ
れ
る
田
遊
び
歌
を
と
り
あ
げ
る
｡

[
史
料
二
正
元
元
年
｢
八
幡
宮
御
田
植
歌
｣
(
『
八
幡
宮
古
事
来
歴
帳
』
)

一
春
来
れ
は
山
田
の
路
雪
れ
の

明
春
口
ロ
ロ
御
官
御
田
植
□

三
反
是
を
う
た
□

春
来
れ
は
山
田
の
路
は
雪
と
け
て

我
か
取
り
な
へ
は
み
つ
は
さ
い
た
-
や
殿
は

朝
は
か
に
勢
い
柴
ひ
ろ
ふ
し
て
わ
せ
植
て

よ
わ
ひ
に
田
を
か
そ
植
て
見
る
へ
け
れ

1
け
ふ
の
田
の
か
の
子
の
数
は
い
-
ら
苅

今
年
こ
そ
年
普
代
書
こ
か
い
膏
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い
と
と
た
た
さ
か
ふ
る
殿
の
み
す
の
尾
に

田
を
つ
-
ら
は
門
田
を
つ
-
れ

か
と
て
よ
し

田
を
つ
-
ら
は
柳
の
し
た
に
田
を
つ
-
れ

新
数
年
の
始
の
年
男

新
数
年
の
姶
の
門
ほ
や
し
新
数
年
始
の
門
は
や
し

新
数
年
の
始
め
の
門
は
や
し

新
数
年
の
姶
の
空
み
れ
ば

正
元
元
年
正
月
昔
日

主
平
神
主

こ
れ
は
『
越
佐
史
料
』

に
掲
載
さ
れ
､
山
本
修
之
助
著
『
佐
渡
の
民
宿
』
や
『
佐
和
田
町
誌
』
を
は
じ
め
､
『
佐
渡
芸
能
史
･
下
』
山
本
修
巳
担
当
や
『
佐
和

田
町
史

通
史
編
』

1
九
九
1
年
､
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
『
新
潟
県
史
･
通
史
編
･
中
世
』
や
同
『
資
料
編
･
中
世
』
で
は
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
.

な
お
､
佐
和
田
町
八
幡
は
鎌
倉
中
期
に
ほ
京
極
為
兼
が
身
を
寄
せ
て
い
た
と
さ
れ
る
土
地
で
あ
る
(
宅
『
越
佐
史
料
』
に
よ
れ
ば
､
｢
明
治
八
亥
五
月
十
八
日
国

史
編
輯
課
高
野
文
樹
殿
書
上
之
｣
と
の
朱
書
も
な
さ
れ
て
い
た
｡
し
か
し
､
現
在
の
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
か
ら
の
情
報
で
ほ
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
｡
静
岡
県
袋
井
市
法
多
市
の
法
多
山
の
田
遊
び
の
記
録
｢
条
薩
田
速
記
｣
(
裏
表
紙
に
は
文
化
三
年
の
記
載
が
あ
る
)
に
は
｢
田
を
作
ら
ば

か
ど
田
を
つ
-

れ
｣
と
い
う
き
わ
め
て
酷
似
し
た
詞
章
が
あ
る
(
E
%
)
O

次
に
同
社
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
歌
を
天
正
十
年
(
1
五
入
二
)
に
書
き
写
し
た
も
の
と
さ
れ
る
｢
八
幡
宮
田
遊
歌
写
｣
『
新
潟
県
史
･
資
料
編
五
中
世
三
･
文
書

編
Ⅲ
(
1
九
八
四
年
)
』
三
〇
五
九
号
､
を
あ
ら
た
め
て
紹
介
し
た
い
.
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
影
写
本
(
架
蔵
番
号
三
〇
七
1
-
四
1
1
1
云
)
所
収
｢
本
間

文
書
｣
を
照
合
し
た
(
誓
こ
れ
は
八
幡
村
の
神
主
家
の
本
間
済
世
氏
所
蔵
の
も
の
を
一
入
九
七
年
(
明
治
三
十
)
七
月
に
採
訪
し
､
l
九
〇
一
年
(
明
治
三
十
四
)

に
影
写
し
た
も
の
で
､
そ
の
記
載
内
容
を
比
較
確
認
で
き
た
o
以
下
全
文
を
紹
介
し
た
い
o

[
史
料
二
]｢
上
｣

八
幡
宮
田
あ
そ
ひ
の
歌

一
あ
た
ら
し
き
年
の
は
し
め
の
と
し
を
と
こ

も
ち
て
ま
い
ら
-
ゆ
づ
-
は
の
御
せ
ん

一
あ
た
ら
し
き
年
の
始
め
の
の
か
と
は
や
し

き
み
見
し
た
る
と
き
と
せ
よ

一
あ
た
ら
し
き
と
し
の
初
の
空
み
れ
は

く
も
り
そ
ま
さ
る
と
ひ
ふ
う
よ
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1

春
-
れ
は
山
田
の
こ
は
-
雪
と
け
て

二度

な
わ
し
ろ
水
を
ま
か
せ
て
そ
や
り
よ

朝
な
へ
と
る
や
て
こ
そ
し
ろ
た
ま
や
し
ろ
た
ま
や

我
と
る
な
へ
は
み
つ
ば
さ
い
た
-
辛

四
つ
は
に
な
れ
は
た
う
の
は
は
さ
か
ゆ
る

1

朝
は
か
に
せ
い
は
ひ
ろ
ふ
し
て
ぁ
せ
-
へ
て

ま
ず
か
り
い
れ
て
蔵
の
し
た
つ
､
､
､

1

よ
わ
ひ
に
ほ
田
こ
そ
う
へ
て
見
る
へ
け
れ

一
も
と
う
へ
て
ち
も
と
こ
の
い
ね

l

け
ふ
の
田
の
か
の
な
ハ
い
ね
ハ
い
-
ら
か
る

ま
ん
ま
ん
千
束
百
蔵
に
あ
ま
る
な
と

1

今
年
こ
そ
年
舌
代
書
こ
か
い
よ
し

お
く
て
に
み
な
り
ぁ
せ
ま
す
と
り
か
る

l

い
と
と
た
に
さ
か
あ
る
殿
の
み
す
の
を
に

さ
き
こ
た
へ
た
る
い
い
つ
-
ね
ほ
な

-62
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田
を
つ
く
ら
は
か
と
田
を
つ
く
れ
か
と
て
よ
し

田
を
つ
く
ら
ほ
柳
の
下
に
田
お
つ
く
れ

柳
や
-
に
ほ
な
み
ゆ
ら
せ
て
ゆ
ら
せ
て

此
舎
本
永
正
二
年
正
月
卜
有
之
侯
へ
共
虫
と
ち
紙
き
れ
侯
故
為
替
畢

天
正
十
年
み
つ
の
し
む
ま

二
月
書
日

平
神
主

ち
な
み
に
､
『
佐
渡
芸
能
卑
下
』
で
は
古
い
田
歌
で
あ
り
､
の
ど
か
な
中
世
の
佐
渡
の
農
村
の
様
子
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
評
価
し
て
い
る
｡
一
見
､
室
町

時
代
の
小
歌
の
よ
う
な
雰
囲
気
を
有
す
る
｡
実
際
に
､
京
都
府
の
田
植
え
歌
に
は
こ
の
時
代
の
小
歌
を
転
用
し
た
も
の
が
見
受
け
ら
れ
る
の
で
､
そ
の
延
長
上

に
あ
る
も
の
な
の
だ
ろ
-
か
｡

佐
渡
の
事
例
と
比
較
し
て
み
る
と
､
小
比
叡
神
社
の
田
遊
び
神
事
で
は
｢
田
遊
び
田
を
つ
-
ら
は
柳
の
下
に
田
お
つ
-
れ

柳
や
う
に
は
な
み
ゆ
ら
せ
て
ゆ



ら
せ
て
｣
｢
田
を
つ
く
ら
は
柳
の
下
に
つ
-
れ
｣
｢
朝
な
へ
と
る
や
て
こ
そ
し
ろ
た
ま
や
し
ろ
た
ま
や
｣
の
歌
詞
が
注
目
さ
れ
る
｡
こ
れ
は
大
久
保
白
山
神
社
の

田
遊
び
神
事
で
も
う
た
わ
れ
て
い
る
｡
新
井
恒
易
氏
『
能
と
田
遊
び
の
研
究
』
上
巻
､
(
一
九
八
1
年
)
に
よ
れ
ば
､
鎌
倉
初
期
の
歌
人
寂
蓮
法
師
の
大
嘗
会
田

歌
の
書
き
留
め
と
い
わ
れ
る
｢
わ
が
常
と
る
手
や
は
白
玉
､
法
撃
経
書
-
手
こ
そ
白
玉
な
ゆ
ら
や
｣
の
変
化
し
た
も
の
と
す
る
｡
田
遊
び
歌
の
関
係
史
料
と
し

て
は
｢
八
幡
宮
御
供
諸
役
請
取
日
記
写
｣
『
新
潟
県
史
･
資
料
編
･
五
･
中
世
三
･
文
書
編
E
3
≡
二
〇
五
〇
号
が
見
ら
れ
る
.
こ
れ
は
天
正
十
二
年
(
1
五
入
四
)

段
階
で
､
祭
柁
に
際
し
､
い
わ
ゆ
る
役
と
し
て
納
め
ら
れ
た
も
の
を
整
理
し
た
覚
書
で
あ
る
｡

萩
原
龍
夫
に
よ
れ
ば
､
オ
コ
ナ
イ
-
田
楽
の
地
方
伝
播
の
進
行
に
つ
れ
て
古
典
的
歌
蘭
が
ひ
ろ
ま
っ
た
形
跡
が
あ
る
と
す
る
(
B
'
.
佐
渡
八
幡
宮
の
場
合
も
『
田

植
草
紙
』
と
の
共
通
点
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
志
田
延
義
校
注
『
岩
波
･
古
典
文
学
大
系
･
中
近
世
歌
謡
集
』

1
九
五
九
年
､
と
友
久
武
文
･
山
内

洋
1
郎
校
注
『
岩
波
･
新
古
典
文
学
大
系
･
田
植
草
紙
』
一
九
九
七
年
の
-
ち
後
者
に
お
い
て
部
分
的
に
比
較
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
中
世
の
安
芸
･

石
見
に
伝
わ
っ
た
田
植
歌
の
詞
章
と
の
共
通
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
後
者
の
詳
細
な
荘
を
拠
-
所
と
し
､
あ
ら
た
め
て
対
比
し
て
み
た

い.

※
以
下
『
田
』

は
田
植
草
紙
､
『
佐
』

は
佐
渡
八
幡
宮
の
歌

①
『
田
』
朝
歌
四
番
｢
あ
さ
ほ
か
ゆ
-
や

ごぜ

取
り
百
を
う
ゑ
て
な

秋
刈
り
入
て

蔵
の
下
づ
み
に
｣

朝
仕

事
の
は
か
ど
り
が
良
い
の
は
､
秋
の
豊

作
の
前
兆
で
あ
る
｡
稲
は
良
-
育
ち
穂
は
乱
れ
､
御
蔵
に
は
俵
が
山
積
み
さ
れ
て
い
る
と
す
る
｡

-
『
佐
』
｢
朝
は
か
に
せ
い
は
ひ
ろ
ふ
し
て

わ
せ
う
へ
て

ま
ず
か
り
い
れ
て

蔵
の
下
つ
ミ
｣

②
『
田
』
昼
歌
四
番
｢
長
者
ど
の
の

門
田
の
稲
ほ
な

刈
れ
ど
も
減
ら
ば
や

か
ど
田
の
い
ね
ほ
な
か
れ
ど
へ
ら
ぬ
ほ

こ
な
た
の
前
の
早
田
よ
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柱
を
し
た
お
め
な
ば

扱
か
れ
ぬ
｣

田
植
え
の
際
に
､
田
主
を
長
者
と
讃
え
､
邸
宅
の
前
の
田
の
豊
穣
を
願
っ
た
も
の
と
す
る
｡

-
『
佐
』
｢
田
を
つ
-
ら
ば
か
と
田
を
つ
-
れ
､
か
ど
で
よ
し
｣

門
田
に
つ
い
て
は
康
和
年
中
に
編
ま
れ
た
｢
堀
川
院
御
時
盲
首
和
歌
｣
『
群
書
類
従
』
第
二
十
一
輯
で
は
門
田
を
題
材
に
し
た
り
､
水
口
の
信
仰
を
と
-
あ
げ

た
歌
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
｡
早
田
は
､
早
熟
の
米
を
産
す
る
田
で
あ
り
､
田
歌
と
法
華
へ
の
古
-
か
ら
の
関
わ
り
が
看
取
で
き
る
｡
『
吾
妻
鏡
』
文
治
四
年
七

月
二
十
八
日
粂
(
翌
の
記
載
か
ら
越
後
国
蒲
原
郡
大
面
荘
内
に
お
い
て
､
年
貢
と
し
て
の
早
米
･
後
米
が
区
分
さ
れ
て
い
る
｡
早
稲
が
早
米
と
し
て
早
-
納
入

さ
れ
る
こ
と
に
関
心
を
呼
ぶ
の
対
し
て
､
中
稲
は
関
心
の
対
象
と
は
な
ら
な
か
っ
た
｡
中
稲
を
中
米
と
し
て
納
め
な
-
て
も
多
-
の
場
合
大
量
に
納
め
ら
れ

る
後
米
を
待
つ
こ
と
が
で
き
た
ら
し
い
｡

③
『
田
』
昼
歌
四
番
｢
き
の
ふ
京
か
ら
-
だ
り
た
る

目
黒
の
稲
は
な

稲
三
把
に
な

米
は
八
石
な

福
の
種
や
れ

三
合
蒔
い
て
は
三
石

が
ご
が
さ
し

侯

げ
に
千
本

こ
の
い
ね
に
ぁ

ま
か
-
や

福
の
種
を
ば
｣

千
本
(
ち
も
と
)
は
､
稲
が
千
本
に
も
な
る
と
豊
作
を

予
祝
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
｡

↓
『
佐
』
｢
よ
わ
ひ
に
は
､
田
こ
そ
う
へ
て

見
る
へ
け
れ
一
も
と
う
へ
て

ち
も
と
こ
の
い
ね
｣
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①
晩
歌
壱
番
｢
お
も
ふ
柳
を
門
田
へ
こ
そ
な

枝
も
さ
か
へ
る

か
ど
田
へ
こ
そ
な

柳
植
え
ま
い

柳
は
し
だ
れ

ぁ
る
い
に

も
り
の
な
び
き
が

青
野
へ
と
う
ど
な
び
い
た

も
り
の
こ
か
げ
で
し
の
び
あ
お
う
や
｣
門
田
の
柳
は
枝
も
栄
え
て
め
で
た
い

印
だ
が
邸
内
へ
植
え
る
の
は
よ
く
な
い
と
す
る
｡

1
『
佐
』
｢
田
を
つ
-
ら
は
門
田
を
つ
く
れ

か
ど
て
よ
し
｣
｢
田
を
つ
-
ら
ば
柳
の
し
た
に
田
を
つ
-
れ
｣

門
田
は
邸
の
前
に
あ
る
田
o
農
作
業
が
行
き
届
き
､
豊
か
に
み
の
る
｡
年
貢
や
公
事
は
免
除
さ
れ
た
o
柳
ほ
呪
力
の
強
い
神
樹
.
各
地
に
苗
代
田
の
畦
や

水
口
へ
柳
の
枝
を
挿
す
習
俗
が
あ
っ
た
｡

⑤
昼
歌
四
番
｢
き
の
ふ
京
か
ら
く
だ
り
た
る

目
黒
の
稲
は
な

稲
三
把
に
な

米
は
八
石
な

福
の
種
や
れ

三
食
蒔
い
て
は
三
石

が
ご
が
さ
し
候

げ

に
千
本

こ
の
い
ね
に
は

ま
か
う
や

福
の
種
を
ば
｣

稲
が
千
本
に
な
る
と
豊
年
を
予
祝
す
る
｡

-
『
佐
』
｢
祝
ひ
に
ほ

田
こ
そ
う
へ
て
見
る
へ
け
れ
一
も
と
う
へ
て

ち
も
と
こ
の
い
ね
｣

他
県
の
類
例
で
は
東
京
都
の
下
赤
塚
の
田
遊
び
に
は
｢
諏
訪
の
神
社
の
所
に
は
､
i
本
植
え
て
千
本
に
な
る
､
｣
の
詞
章
が
あ
る
(
鷲
ま
た
､
｢
散
木
集
注
｣

や
近
世
の
｢
地
方
竹
馬
集
｣
に
も
｢
ち
も
と
こ
｣
が
見
え
る
｡
ま
た
､
早
川
孝
太
郎
が
紹
介
し
た
愛
知
県
北
設
楽
郡
下
津
具
村
の
｢
天
正
の
田
歌
｣
(
天
正
元

年
正
月
昔
日
の
記
載
が
あ
る
が
実
際
寛
政
年
間
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
た
だ
し
詞
章
に
は
中
世
的
な
に
お
い
の
す
る
も
の
も
含
ま
れ
る
)
の
歌
詞
を
読

ん
で
み
る
と
(
-
0
)
､

苗
代
｢
苗
代
に
な
い
-
ら
た
て
て
太
郎
ぢ
と
の
に
さ
す
つ
か
づ
き
｣

苗
代
｢
苗
代
田
よ
-
む
-
へ
た
も
れ
む
こ
の
め
し
米
｣

田
植
え
終
時
の
歌
｢
田
の
神
に
お
い
と
ま
申
ま
か
-
田
の
神
｣

門
田
･
苗
代
田
の
重
視
や
田
の
神
を
敬
意
な
ど
､
歌
詞
文
言
や
そ
こ
か
ら
推
測
さ
れ
る
意
識
(
信
仰
面
)
で
の
共
通
性
が
う
か
が
わ
れ
る
｡
こ
の
門
田
へ
の
こ

だ
わ
り
は
､
三
浦
圭
7
が
説
-
と
こ
ろ
の
中
世
以
来
の
所
有
権
の
主
張
や
水
利
の
確
保
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
ろ
う
(
宅
佐
渡
で
は
､
両
津
市
の
曹
洞
宗
利

済
庵
に
伝
わ
る
永
享
十
年
(
一
四
三
八
)
四
月
十
日
付
け
児
妙
義
液
状
(
『
新
潟
県
史
･
資
料
編
･
五
･
中
世
三
･
文
書
編
Ⅲ
』
三
〇
〓
ハ
号
)
に
｢
ぁ
せ
た
｣
｢
な

わ
し
ろ
の
つ
ぼ
｣
が
譲
渡
の
対
象
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
捻
ど
重
視
さ
れ
て
い
る
例
も
見
ら
れ
る
｡
ま
た
､
前
掲
『
日
本
庶
民
生
活
資
料
集
成
･
第
二
巻
』
を

見
る
と
､
他
県
で
ほ
､
｢
信
州
新
野
二
幸
寺
観
音
御
祭
事
｣
に
｢
田
を
つ
-
れ
か
ど
田
を
せ
ば
な
｣
の
歌
詞
が
､
さ
ら
に
｢
三
州
田
峯
の
田
楽
｣
で
は
｢
田
つ

く
ろ
か
か
ど
田
よ
り
入
る
の
｣
と
の
歌
詞
が
確
認
さ
れ
､
や
は
り
共
通
し
た
意
識
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る

以
上
､
本
章
で
ほ
田
遊
び
の
行
事
と
歌
を
切
-
ロ
に
し
て
見
直
す
こ
と
に
よ
り
､
予
想
以
上
の
関
連
分
野
の
広
が
り
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
｡
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五

民
謡
と
信
仰
か
ら
見
た
農
耕
習
俗

現
行
の
文
化
財
保
護
制
度
で
ほ
い
ま
だ
確
立
し
て
い
な
い
種
別
に
民
宿
や
信
仰
(
こ
こ
で
は
作
神
信
仰
)
が
あ
る
｡
全
国
的
に
も
､
新
潟
県
に
お
い
て
も
､
調

査
ほ
あ
る
程
度
進
ん
で
い
る
が
､
事
後
の
指
定
あ
る
い
は
保
護
の
手
立
て
が
遅
々
と
し
た
状
態
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
は
､
前
章
ま
で
み
て
き
た
田
遊
び
な
ど
の
芸

能
･
習
俗
の
価
値
評
価
を
一
層
豊
か
な
も
の
に
す
る
素
材
で
あ
る
こ
の
章
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
か
ら
二
-
四
章
で
は
明
ら
か
に
な
ら
な
か
っ
た
田
植
習
俗
の

イ
メ
-
ジ
の
補
足
を
行
い
た
い
｡

(こ

民
謡
か
ら
見
た
田
植
習
俗

近
世
特
に
明
和
年
間
以
前
の
民
謡
を
収
録
し
た
『
岩
波
新
古
典
文
学
大
系
･
山
家
鳥
虫
歌
』

1
九
九
七
年
(
真
鍋
昌
弘
校
注
)
に
掲
載
さ
れ
た
越
後
五
首
の

う
ち
｢
い
と
し
殿
子
の
新
開
田
が
割
れ
た

空
止
に
ほ
か
に
釆
め
い
こ
と
｣
の
歌
が
あ
る
｡
こ
の
新
開
田
と
は
､
下
男
が
自
分
で
耕
し
､
私
収
入
を
手
に
す
る

た
め
の
田
で
あ
り
､
『
総
合
日
本
民
俗
語
嚢
』
(
1
九
五
五
年
)
に
よ
る
と
新
潟
を
は
じ
め
北
陸
に
多
い
習
俗
と
さ
れ
､
『
日
本
民
謡
大
観
(
近
畿
編
)
』
(
1
九
六
五

午
)
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
京
都
の
田
の
草
取
り
歌
に
も
｢
い
と
し
殿
御
田
の
時
に
や
あ
い
の
風
が
吹
き
や
よ
い
巴
と
説
明
さ
れ
て
い
る
｡
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る

の
は
狂
言
の
｢
武
悪
｣
で
あ
る
｡
武
悪
が
成
敗
さ
れ
る
原
因
は
田
地
｢
し
ん
か
い
｣
す
な
わ
ち
新
開
の
た
め
と
さ
れ
て
い
る
(
g
'
o
佐
竹
昭
広
は
狂
言
の
武
悪
の

虎
明
本
の
科
白
に
み
え
る
｢
し
ん
か
い
｣
と
い
う
こ
と
ば
に
注
目
し
た
小
山
弘
志
の
指
摘
を
引
用
し
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
｢
し
が
ひ
を
す
る
｣
行
為
を
｢
新
開
｣

の
開
墾
と
解
釈
す
る
も
の
で
あ
る
｡
林
野
･
荒
野
の
1
部
を
畑
地
と
し
て
開
い
た
-
､
河
川
周
辺
の
荒
地
･
低
湿
地
を
開
い
て
田
を
つ
-
り
､
山
間
の
湿
地
に

棚
田
を
開
く
な
ど
血
と
汗
の
結
晶
と
す
る
｡
こ
れ
は
年
貢
賦
課
の
対
象
に
は
な
ら
ず
､
武
悪
の
よ
う
な
奴
隷
的
生
産
者
自
立
の
基
礎
で
あ
っ
た
と
す
る
｡
現
在

に
至
る
ま
で
佐
渡
で
は
新
開
田
に
よ
る
水
漏
れ
を
危
供
し
､
通
年
水
を
湛
え
る
エ
夫
努
力
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
民
謡
･
狂
言
と
現
実
の
農
耕
習
俗
の
接
点
が
見

え
て
く
る
素
材
で
あ
る
｡

新
潟
県
が
民
宿
の
宝
庫
で
あ
る
こ
と
は
柳
田
国
男
に
よ
-
以
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
(
S
'
'
近
世
の
『
都
廼
一
曲
』
(
天
明
-
文
化
年
間
に
菅
江
真
澄
が
編

集
し
た
歌
謡
集
)
(
3
'
に
は
以
下
の
田
植
え
唄
が
見
ら
れ
る
｡
①
｢
越
呉
の
国
田
殖
宇
多
｣
(
実
質
は
新
発
田
債
内
の
金
原
-
敬
)
｣
②
｢
お
な
じ
国
ぶ
り
-
ど
き
歌
｣

(
新
発
田
領
内
)
な
ど
で
あ
る
｡
し
か
し
佐
渡
の
叛
例
を
見
出
せ
な
い
.
な
お
同
書
に
は
､
｢
お
な
じ
国
ぶ
-
八
戸
の
田
植
歌
｣
｢
お
な
じ
国
風
俗
八
戸

田
植
桶
｣

な
ど
の
古
来
の
田
植
習
俗
の
痕
跡
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
｡
佐
渡
に
つ
い
て
ほ
､
町
田
嘉
章
･
浅
野
建
二
に
よ
り
｢
佐
渡
帝
政
唄
｣
が
佐
渡
島
に
遣
存
す

る
全
国
に
類
例
の
な
い
労
作
唄
と
評
価
し
て
い
る
(
誓
た
し
か
に
､
冒
本
民
謡
大
観
･
中
部
篇
(
北
陸
地
方
)
』
に
紹
介
さ
れ
た
民
謡
を
見
る
と
､
田
を
植
え
る

前
の
準
備
工
作
､
即
ち
田
起
こ
し
･
代
か
き
･
甫
取
に
関
す
る
実
に
多
様
な
唄
が
佐
渡
に
多
く
残
っ
て
い
た
o
同
書
作
成
の
た
め
の
一
九
四
1
年
(
昭
和
十
六
)

段
階
の
調
査
で
佐
渡
の
金
沢
村
の
掻
き
節
佐
渡
の
麦
掩
節
や
苗
取
唄
､
真
野
村
(
現
真
野
町
)
百
代
節
や
田
の
神
節
が
確
認
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
戦
後
の
高

度
経
済
成
以
後
､
衰
亡
著
し
-
､
新
潟
県
の
民
謡
緊
急
調
査
段
階
垂
に
な
る
労
作
歌
と
し
て
伝
来
さ
れ
て
い
る
の
は
①
田
聾
し
し
歌
[
伝
東
地

真
野
町
四
日
町
]

②
田
植
え
歌

[
伝
東
地

青
木
･
伝
来
地
丸
山
③
首
取
り
歌
[
伝
来
地

真
野
町
四
日
町
]

④
草
取
り
歌
[
伝
来
地

羽
茂
町
小
泊
]
な
ど
､
か
な
-
限
定
さ
れ
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て
き
た
｡
こ
れ
ら
の
詞
章
を
細
部
に
わ
た
り
点
検
し
て
い
く
と
､
断
片
的
で
は
あ
る
が
､
八
幡
宮
の
田
遊
び
歌
や
『
田
植
草
紙
』
の
詞
文
の
雰
囲
気
を
伝
え
て

い
る
も
の
も
あ
る
｡
越
後
側
や
他
県
に
伝
来
さ
れ
て
い
る
も
の
と
の
比
較
に
よ
-
伝
播
の
ル
-
ト
が
見
え
て
-
る
か
も
む
し
れ
な
い
｡

(
二
)
信
仰
か
ら
見
た
田
植
習
俗

こ
こ
で
は
田
植
習
俗
に
か
か
わ
る
信
仰
を
と
り
あ
げ
て
み
た
い
o
ま
ず
､
両
津
市
の
串
田
植
え
を
手
が
か
り
と
し
て
み
た
い
o
両
津
市
の
北
村
家
は
､
本
来

北
鵜
島
集
落
の
北
端
の
垣
の
内
の
開
発
名
主
で
あ
り
､
海
岸
段
丘
上
に
早
-
か
ら
住
ん
で
い
た
と
さ
れ
る
｡
同
家
の
串
田
と
は
､
屋
敷
近
-
の
神
さ
ん
田
と
苗

代
田
で
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
佐
渡
で
は
､
沖
積
平
野
の
低
湿
地
か
ら
山
麓
台
地
の
湧
水
地
に
居
住
地
を
映
す
水
の
流
れ
出
る
場
所
に
天

神
を
紀
り
､
水
田
を
神
聖
な
｢
神
さ
ん
田
｣
と
呼
び
､
鎮
守
神
の
供
物
用
の
タ
ン
ポ
に
し
て
い
た
雪
作
神
信
仰
の
調
査
に
よ
れ
ば
､
佐
渡
島
内
で
も
地
域
に

よ
り
多
少
相
違
が
あ
っ
た
ら
し
い
o
具
体
的
に
は
､
国
仲
で
は
苗
代
田
の
水
口
に
榊
と
ユ
ズ
リ
葉
を
供
え
る
集
落
が
多
い
の
に
対
し
て
､
海
府
で
ほ
､
松
や
餅

を
供
え
､
拝
ん
だ
-
､
田
の
神
に
供
え
て
い
た
.
ま
た
出
水
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
､
堰
を
掘
り
餅
を
供
え
て
い
た
o
相
川
町
の
北
田
野
滞
で
は
江
番
が
水
を
か

け
る
真
似
を
し
て
い
る
｡
佐
和
田
町
五
十
里
で
は
水
迎
松
を
百
代
の
水
口
に
立
て
､
鍬
を
か
つ
ぎ
､
ス
ル
メ
も
納
め
る
水
田
が
あ
っ
た
｡
奇
し
-
も
､
佐
和
田

町
の
同
集
落
に
ほ
タ
ナ
カ
ソ
節
(
田
の
神
節
)
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
｡

ち
な
み
に
､
l
般
的
に
田
の
神
は
化
粧
神
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
雪
化
粧
-
懸
想
と
し
て
早
乙
女
を
題
材
と
し
た
田
遊
び
歌
･
田
植
え

歌
に
見
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
る
｡

そ
の
他
､
飛
騨
や
土
佐
に
も
残
る
車
田
と
比
較
す
る
と
､
串
田
の
三
把
甫
が
田
の
神
の
依
代
と
み
ら
れ
､
田
の
中
央
に
鼎
形
に
植
え
る
方
法
は
精
霊
を
重
視

す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
〔
篭
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六

む
す
び
に
か
え
て

本
稿
で
は
､
総
合
的
な
文
化
財
指
定
･
保
護
を
考
え
る
た
め
の
あ
-
ま
で
も
価
値
付
け
の
基
礎
作
業
と
い
う
性
格
の
粗
描
で
は
あ
る
が
､
民
俗
芸
能
･
風
俗

慣
習
･
民
謡
･
信
仰
と
い
-
､
1
見
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
文
化
財
の
種
別
か
ら
田
遊
び
を
中
心
と
し
た
広
義
の
田
植
習
俗
の
実
態
に
ア
ブ
ロ
-
チ
し
て
み
た
｡
た

だ
し
､
い
ず
れ
の
素
材
も
決
し
て
十
分
な
資
料
は
も
と
も
と
具
備
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
.
し
か
し
､
田
遊
び
行
事
や
田
遊
び
歌
さ
ら
監
不
能
の
御
田
柄
-

の
詞
牽
か
ら
､
実
態
と
し
て
田
植
習
俗
の
場
合
､
複
数
の
性
格
を
有
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
見
通
す
こ
と
が
で
き
た
o
さ
ら
に
は
小
正
月
行
事
等
の
他

行
事
や
若
者
組
な
ど
の
年
齢
階
梯
制
な
ど
も
付
随
し
て
価
値
付
け
す
る
こ
と
の
可
能
性
も
見
出
す
こ
と
も
で
き
た
.
特
に
田
植
習
俗
全
体
に
通
底
す
る
の
は
､

田
植
の
対
象
で
あ
る
水
田
そ
の
も
の
へ
の
敬
慶
な
思
い
で
あ
る
｡
具
体
的
に
は
門
田
･
常
代
田
の
し
つ
ら
え
や
そ
れ
に
伴
う
井
滞
整
備
･
維
持
管
理
の
エ
夫
･

努
力
そ
し
て
寿
ぎ
を
繰
り
返
す
営
為
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
o
こ
れ
ら
の
習
俗
が
何
故
に
佐
渡
に
色
濃
-
残
る
の
か
結
論
は
出
な
い
が
､
と
り
争
え
ず
実

態
と
し
て
受
け
と
め
た
い
o
今
後
の
課
題
と
し
て
は
､
越
後
側
と
の
比
較
を
進
め
る
と
と
も
に
､
実
際
の
指
定
･
保
護
に
向
け
て
の
考
え
方
､
と
り
わ
け
多
面



的
な
性
格
の
習
俗
を
ど
の
よ
う
に
整
理
す
る
の
か
検
討
し
た
い
｡

注

(
-
)

こ
の
よ
-
な
動
向
に
ふ
れ
た
も
の
に
は
､
た
と
え
ば
､
中
山
間
地
の
農
村
を
対
象
し
た
も
の
で
あ
る
が
､
田
測
俊
雄
･
塩
見
正
衛
『
中
山
間
地
と
多
面

的
機
能
』

二
〇
〇
1
年
､
が
あ
る
.

(
2
)
め
-
ま
で
も
生
業
と
し
て
の
農
業
や
場
と
し
て
の
農
村
に
基
盤
を
置
-
比
重
の
高
い
文
化
財
に
着
日
し
た
も
の
で
あ
-
､
当
然
､
副
次
的
性
格
と
し
て

農
業
･
農
村
に
か
か
わ
る
性
格
を
持
つ
文
化
財
は
さ
ら
に
数
多
-
伝
存
し
て
い
る
｡

(
3
)
数
少
な
い
調
査
例
と
し
て
は
①
新
潟
県
教
育
委
員
会

『
無
形
の
民
俗
文
化
財
記
録
･
第
七
集
･
越
佐
の
小
正
月
行
事
･
越
後
･
佐
渡
の
農
耕
儀
礼
調

査
報
告
書
-
』
一
九
入
二
年
､
②
新
潟
県
教
育
委
員
会

『
無
形
の
民
俗
文
化
財
記
録
･
算
入
集
･
越
佐
の
作
神
信
仰
･
越
後
･
佐
渡
の
農
耕
儀
礼
調
査

報
告
書
Ⅱ
』
一
九
八
二
年
､
が
あ
る
｡

(
4
)

『
本
田
安
次
著
作
集
』

の
各
巻
に
新
潟
県
を
対
象
に
し
た
調
査
成
果
が
収
録
さ
れ
て
い
る
｡

(
5
)
桑
山
太
市
『
新
潟
県
民
俗
芸
能
誌
』

1
九
七
二
年

(
6
)
近
藤
忠
造
に
は
①
｢
日
本
の
民
俗
芸
能

新
潟
県
｣
『
月
刊
芸
能
』
第
三
十
四
巻
第
十
二
号
､

越』

l
九
七
八
年
に
お
け
る
｢
新
潟
県
の
祭
り
と
芸
能
｣

の
解
説
や
『
祭
礼
行
事
･
新
潟
県
』

1
九
九
二
年
､
②
『
祭
り
と
芸
能
の
旅
･
二
･
関
東
甲
信

1
九
九
三
年
の
解
説
な
ど
が
あ
る
o
山
本
修
巳
･
山
本
仁

佐渡の農の民俗-の視点一田植習俗を中心に

な
ど
の
佐
渡
在
住
の
研
究
者
の
成
果
は

『
佐
渡
芸
能
史
上
･
下
』
や
自
治
体
史
に
結
実
し
て
い
る
｡

(
7
)
行
政
が
主
導
し
た
悉
皆
調
査
で
は
新
潟
県
教
育
委
員
会
･
新
潟
県
文
化
財
保
護
連
盟
『
新
潟
県
民
俗
芸
能
暦
』

l
九
六
七
年
､
新
潟
県
教
育
委
員
会
『
新

潟
県
の
民
俗
芸
能
-
新
潟
県
民
俗
芸
能
緊
急
報
告
書
』

1
九
九
七
年
が
あ
げ
ら
れ
る
｡

(
8
)
近
藤
前
掲
①
論
文
に
よ
る
新
潟
県
の
民
俗
芸
能
の
区
分
を
示
し
て
み
た
い
｡

ア
.
神
楽
･
獅
子
舞

獅
子
神
楽
(
獅
子
舞
)
､
黙
劇
風
神
楽
(
里
神
楽
)
､
伊
勢
洗
神
楽
､
鎮
魂
の
神
楽
(
佐
渡
で
は
段
神
楽
)
､
佐
渡
の
大
神
楽
舞
楽
､
追

健
式
鬼
太
鼓
｡

イ
.
舞
楽
･
延
年

弥
彦
神
社
舞
楽
､
能
生
白
山
神
社
舞
楽
､
糸
魚
川
天
韓
神
社
舞
楽
､
糸
魚
川
根
知
山
寺
の
延
年

り
.
田
楽
系
芸
能

白
山
神
社
田
遊
び
神
事
､
五
所
神
社
の
御
田
植
神
事
､
新
穂
村
田
起
こ
し
踊
り
､
両
津
市
久
知
八
幡
宮
の
花
笠
踊
り
｡

エ
.
風
流

念
仏
踊
､
盆
踊
-
､
小
歌
踊
り
､
獅
子
踊
､
武
技
の
頗
-
0

オ
.
能
･
狂
言

大
須
戸
能
､
鷺
流
狂
言
｡

カ
.
人
形
芝
居

佐
渡
人
形
芝
居
｡

サ
.
歌
舞
伎
芝
居

農
村
歌
舞
伎
｡
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ク
.
門
付
け
芸

角
兵
衛
獅
子
､
春
駒
｡

(
9
)
『
本
田
安
次
著
作
集
･
日
本
の
偉
統
芸
能
･
第
八
巻
田
楽
-
』

i
九
九
五
年

(1

0
)
高
橋
秀
雄
編
『
祭
礼
行
事
･
京
都
府
』
一
九
九
二
年

(
u
)
高
橋
秀
雄
編
『
祭
礼
行
事
･
静
岡
県
』
一
九
九
二
年

(1

2
)
折
口
信
夫
の
『
折
口
信
夫
全
集
･
十
七
巻
』
一
九
六
六
年
に
代
表
さ
れ
る
研
究

(1

3
)
本
田
に
つ
い
て
は
前
掲
著
作
集
参
照
o
新
井
『
中
世
芸
能
の
研
究
』

7
九
七
〇
年
､
『
統
中
世
芸
能
の
研
究
』

f
九
七
四
年
､
『
農
と
田
遊
び
の
研
究
･

上
下
』
一
九
八
一
年

(1

4
)
黒
田
｢
田
遊
び
論
ノ
-
-
｣
『
民
衆
史
研
究
』
八
号
､
の
ち
に
『
日
本
中
世
開
発
史
の
研
究
』

1
九
八
四
年
に
改
題
し
所
収
o

(1

5
)
三
浦
圭
1

｢
中
世
に
お
け
る
農
業
技
術
の
階
級
的
性
格
-
『
門
田
苗
代
』
を
素
材
と
し
て
｣
『
日
本
史
研
究
』

八
十
二
号
､
1
九
六
六
年
､
の
ち
『
中
世

民
衆
生
活
史
の
研
究
』
一
九
八
1
年
に
所
収
o

(1

6
)
谷
口
｢
佐
渡
の
田
遊
び
｣
『
新
潟
県
史
研
究
』
十
1
号
､
1
九
八
一
年
所
収

(1

7
)
『
新
潟
県
民
俗
芸
能
誌
』

(
前
掲
)

(1

8
)
近
藤
前
掲
『
祭
礼
行
事
･
新
潟
県
』

7
九
九
三
年
の
解
説
を
参
照
o

(1

9
)
『
本
田
安
次
著
作
集
･
日
本
の
博
統
芸
能
･
第
八
巻
田
楽
-
』

!
九
九
五
年

(2
0)

『
金
井
町
史
』
他
｡

(2

1
)
新
井
前
掲
書
参
照
.
萩
原
｢
田
遊
び
詞
章
に
あ
ら
わ
れ
た
中
世
村
落
生
活
｣
『
関
学
院
雑
誌
』
第
七
十
二
巻
第
十
1
号
､
一
九
七
l
年

(2
2)

『
祭
礼
行
事
･
滋
賀
県
』
一
九
九
二
年
参
照
o

(2

3
)
-
(
2

4)

『
新
潟
県
史
･
資
料
編
･
二
十
三
･
二
･
民
俗
編
Ⅲ
』
一
九

年

(2

5
)
前
掲
『
本
田
安
次
著
作
集
･
日
本
の
儒
統
芸
能
･
第
八
巻
田
楽
-
』
､
『
祭
礼
行
事
･
静
岡
県
』

1
九
九
二
年

(2
6)

『
新
穂
村
史
』
｡
こ
の
件
に
つ
い
て
は
､
新
穂
村
教
育
憂
見
合
山
口
忠
昭
氏
の
教
示
を
得
た
o

(2
7)

『
日
本
芸
能
史
･
第
二
巻
･
古
代
-
中
世
』
第
四
牽
､
1
九
八
二
年

(
加
)

『
無
形
の
民
俗
文
化
財
記
録
第
五
集
･
佐
渡
の
小
獅
子
舞
』

1
九
八
〇
年
､

新
潟
県
教
育
委
員
会
『
'
'
i
)
デ
オ
･
佐
渡
の
花
笠
踊
-
』
及
び
同
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
等
参
照
o

(2

9
)
小
山
弘
志
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
･
窟
曲
集
①
』
一
九
九
七
年

(3

0
)
戸
井
田
道
三
｢
大
名
｣
『
狂
言
-
落
脱
し
た
神
々
の
変
貌
』
一
九
七
三
年
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(3

-
)
前
掲
『
新
潟
県
史
･
史
料
編
･
二
十
三
･
民
俗
編
H
』
､
新
潟
県
教
育
委
員
会
『
歴
史
と
文
化
を
生
か
し
た
ふ
る
さ
と
事
業
ビ
デ
オ
･
佐
渡
の
花
笠
踊
り
』

及
び
同
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
等
参
照
｡

(3
2
)
山
本
修
之
助
『
佐
渡
の
民
謡
』
一
九
三
〇
年

(3

3
)
『
本
田
安
次
著
作
集
･
日
本
の
博
統
芸
能
･
第
八
巻
田
楽
-
』
一
九
九
五
年

(3

4
)
『
佐
和
田
町
誌
』
『
佐
和
田
町
史
･
通
史
編
』
今
谷
明
『
､
,
､
ネ
ル
ヴ
ア
日
本
評
伝
選
･
京
極
為
兼
-
忘
ら
れ
ぬ
べ
き
雲
の
上
か
ほ
』
二
〇
〇
三
年

(3

5
)
『
日
本
庶
民
生
活
資
料
集
成
･
第
二
巻
･
田
楽
猿
楽
』
一
九
七
四
年

(3

6
)
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
古
記
録
室
助
手
菊
地
大
樹
氏
か
ら
便
宜
を
因
っ
て
い
た
だ
い
た
｡
ま
た
､
同
室
井
上
聡
助
手
の
教
示
も
得
た
｡

(3

7
)
萩
原
前
掲
論
文
｡

(
3
)
『
国
史
大
系
･
吾
妻
鏡
』
(
吉
川
本
)
に
よ
る
｡
な
お
古
島
敏
雄
冒
島
敏
雄
著
作
集
･
六
･
日
本
農
業
技
術
史
』
一
九
七
五
年
で
も
本
史
料
に
昔
日
及
し

て
い
る
｡

(3
9)

三
浦
前
掲
論
文
｡

(4

0
)
『
祭
礼
行
事
･
東
京
都
』

1
九
九
二
年

(4

1
)
『
早
川
孝
太
郎
全
集
･
三
巻
･
芸
能
と
口
東
文
芸
』

1
九
七
三
年

(
e
3
)
佐
竹
昭
広
｢
勝
利
の
歌
-
狂
言
の
主
従
｣
『
下
風
上
の
文
学
』

1
九
六
七
年
､
に
お
い
て
小
山
『
日
本
古
典
文
学
大
系
･
狂
言
集
』
の
指
摘
を
引
用
し
て

い
る
｡
な
お
､
文
化
庁
文
化
財
保
護
部
監
修
『
日
本
民
俗
資
料
事
典
≡
九
六
九
年
で
は
｢
ホ
マ
チ
田
､
シ
ン
ガ
イ
田
｣
を
家
族
の
私
財
を
さ
す
肯
い
方
言
で
あ

り
､
開
墾
を
意
味
す
る
も
の
が
多
い
と
す
る
｡
ま
た
倉
田
1
郎
『
民
俗
民
芸
双
書
･
三
十
九
･
農
と
民
俗
学
』
一
九
六
九
年
に
も
同
様
の
指
摘
が
あ
る
｡

(
4
3
)
柳
田
国
男
｢
越
佐
偶
記
｣
『
高
志
路
』
一
九
三
九
年
六
月
号
｢
民
需
特
集
号
｣

(44)

『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
森
山
弘
毅
校
注
｡

(
4
5
)
町
田
嘉
章
･
浅
野
建
二
冒
本
民
謡
集
』

l
九
六
〇
年
o
こ
の
他
､
高
知
県
宿
毛
市
田
唄
に
｢
娘
に
は
桔
梗
花
笠
､
赦
に
は
皿
の
佐
渡
笠
､
佐
渡
笠
な

り
と
買
う
て
た
も
れ
や
着
て
い
の
-
｣
と
い
-
早
乙
女
の
田
姿
を
歌
っ
た
も
の
に
佐
渡
笠
が
象
徴
的
に
引
用
さ
れ
て
い
る
｡

(4

6
)
『
新
潟
県
の
民
謡

新
潟
県
民
謡
緊
急
調
査
報
告
書
』
一
九
入
六
年

(
4
7
)
佐
藤
利
夫
『
佐
渡

た
ん
ぼ
』

1
九
九
九
年

(
4
8
)
森
田
悌
･
金
田
久
嘩
『
田
の
神
ま
つ
-
の
歴
史
と
民
俗
』

1
九
九
入
年

(
s
)
牛
尾
三
千
夫
『
民
俗
民
芸
双
書
二
1
十
九
･
大
田
植
と
田
植
歌
』
一
九
六
八
年

(
現
代
社
会
文
化
研
究
科
)
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