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お
ん
祭
り
の
今
と
昔
と

春
日
の
お
ん
祭
り
に
関
し
て
は
、
一
番
参
考
に
な
る
の
は
「
嘉
慶
元
年
春
日

臨
時
祭
記
」
の
や
う
で
す
。
こ
の
本
は
南
北
合
一
の
頃
の
記
録
で
あ
る
が
、

元
々
若
宮
祭
り
の
記
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
所
が
、
こ
れ
が
臨
時
祭
り
の
記

録
で
あ
つ
た
の
か
と
い
ぶ
か
る
ほ
ど
、
只
今
の
若
宮
祭
り
の
行
事
と
、
あ
る

点
ま
で
ぴ
つ
た
り
と
合
つ
て
ゐ
る
。
役
々
の
名
前
な
ど
も
大
方
合
つ
て
ゐ
る
。

其
よ
り
昔
の
臨
時
祭
り
は
、
ず
つ
と
古
い
記
録
で
見
て
、
嘉
慶
記
の
様
な
風

の
も
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
と
思
は
れ
る
程
だ
が
、
事
実
さ
う
書
い
て
あ
る

の
だ
か
ら
、
此
頃
の
事
と
し
て
間
違
ひ
は
あ
る
ま
い
。
今
行
は
れ
て
ゐ
る
若
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宮
祭
り
は
、
此
臨
時
祭
記
に
よ
つ
て
組
織
し
直
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思

は
れ
る
ほ
ど
、
よ
く
似
て
ゐ
る
。

し
か
し
、
同
時
に
春
日
祭
り
　
　
普
通
、 

申  

祭 

サ
ル
マ
ツ

り
と
通
称
す
る
　
　
も
、

今
行
は
れ
て
ゐ
る
若
宮
祭
り
と
似
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
今
の
若
宮
祭
り

と
い
ふ
の
は
、
春
日
祭
り
と
臨
時
祭
り
と
を
突
き
交
ぜ
た
も
の
だ
と
い
へ
ば
、

大
体
さ
う
し
た
疑
問
は
釈
け
る
様
な
気
が
し
ま
す
。
若
宮
祭
り
が
あ
る
時
代

衰
へ
た
の
を
復
興
す
る
時
に
、
さ
う
し
た
と
も
と
れ
る
が
、
ど
う
も
春
日
祭

り
と
し
て
は
、
却
つ
て
此
方
が
盛
ん
で
あ
つ
た
ら
し
い
か
ら
、
其
に
つ
い
て

又
色
々
手
入
れ
を
す
る
機
会
が
あ
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
ま
す
。
一

つ
は
此
御
祭
は
盛
ん
は
盛
ん
で
も
、
本
宮
の
二
度
の
恒
例
臨
時
の
祭
り
と
比

べ
て
、
本
質
と
し
て
の
重
要
性
が
軽
い
と
で
も
言
ふ
か
、
ま
あ
そ
ん
な
事
か
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ら
、
時
々
延
期
し
た
り
、
延
期
し
た
ま
ゝ
挙
行
せ
ず
に
す
ま
し
た
年
も
あ
り
、

又
も
し
行
つ
て
も
極
々
内
々
で
す
ま
し
た
年
も
度
々
あ
つ
た
ら
し
く
、
頻
々

と
間
隔
が
出
来
て
居
り
ま
す
。
勿
論
室
町
以
後
の
記
録
で
す
。
其
以
前
に
も

さ
う
い
ふ
事
が
な
か
つ
た
と
は
言
へ
な
い
と
す
れ
ば
、
毎
年
行
つ
て
居
な
け

れ
ば
段
々
変
形
し
、
忘
却
し
て
来
る
様
な
事
は
あ
つ
た
と
い
へ
ま
す
。

今
度
、
二
度
目
に
若
宮
祭
り
を
拝
し
ま
し
て
、
先
に
感
じ
な
か
つ
た
こ
と
を

申
せ
ば
、
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
を
見
ま
す
と
、
毎
年
の
恒
例
だ
か
ら
で
は
あ

り
ま
せ
う
が
　
　
記
事
は
頗
、
簡
単
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
時
々
参
考
に
な
る

い
ゝ
記
事
が
あ
る
。
譬
へ
ば
、

　
　
祭
礼
行
烈
次
第
、
別
会
五
師
以
中
綱
進
之
。
小
番
取
進
之
　
　
尋
尊
大

　
　
僧
正
記
（
享
徳
三
年
十
一
月
廿
六
日
）
。
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同
様
な
文
が
後
に
見
え
る
。
譬
へ
ば
、
長
禄
二
年
十
一
月
廿
七
日
の
所
に
、

　
　
自
別
会
五
師
方
行
烈
次
第
以
中
綱
進
之
。
小
番
取
進
之
。
立
紙
ニ
書
、

　
　
之
本
式
也
。
但
近
例
折
紙
ニ
書
之
。
馬
長
頭
　
弁
法
印
・
善
定
房
法
印

　
　
権
大
僧
都
・
宗
禅
房
権
少
僧
都
・
定
清
大
法
師
・
懐
兼
大
法
師
。
田
楽

　
　
頭
　
琳
舜
房
権
律
師
・
浄
真
房
擬
講
。
流
鏑
馬
…
…
自
余
如
例
也
。

こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
田
楽
は
興
福
寺
か
ら
出
す
も
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
五

師
か
ら
、
其
々
田
楽
頭
の
出
る
こ
と
も
知
れ
る
。
若
宮
祭
り
に
年
地
を
定
め

る
五
師
の
坊
か
ら
、
若
宮
祭
り
を
ま
か
な
ふ
の
で
あ
つ
て
、
本
座
新
座
の
田

楽
も
、
五
師
の
坊
の
監
督
で
出
る
猿
楽
も
、
こ
の
五
師
の
坊
に
関
係
は
あ
る

が
、
田
楽
か
ら
見
れ
ば
ず
つ
と
交
渉
が
薄
く
な
る
。
五
師
の
坊
中
心
に
見
れ

ば
、
田
楽
は
う
ち
の
者
、
猿
楽
は
よ
そ
か
ら
来
る
と
い
ふ
や
う
な
様
子
が
み
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え
る
。

若
宮
祭
り
は
若
宮
の
神
官
が
行
ふ
の
で
あ
る
が
、
所
謂
「
お
ん
ま
つ
り
」
の

行
列
は
、
五
師
の
坊
が
行
ふ
も
の
と
い
う
て
よ
い
の
で
あ
る
。

「
春
日
若
宮
御
祭
礼
図
」
を
見
て
も
、
只
今
と
は
時
間
が
違
ふ
。
お
祭
り
の

行
列
が
お
旅
所
に
這
入
る
と
、
直
ぐ
に
接
続
し
て
お
旅
所
の
儀
式
が
初
ま
る

や
う
で
、
だ
い
ぶ
時
間
が
変
つ
て
来
て
い
る
。
そ
れ
よ
り
も
私
の
一
番
失
望

し
た
の
は
、
御
旅
所
の
芝
舞
台
が
臨
時
祭
記
に
は
ち
や
ん
と
し
た
舞
台
と
し

て
あ
つ
た
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。
今
の
は
即
、
土
居
の
舞
台
で
あ
る
。
前
回

来
た
時
も
今
度
と
同
様
、
芝
舞
台
で
あ
つ
た
。
私
は
其
が
古
く
か
ら
の
形
だ

と
信
じ
て
、
相
応
の
理
論
を
導
い
て
来
た
。
芝
舞
台
が
先
入
主
に
な
つ
て
、

そ
れ
か
ら
い
ろ
〳
〵
空
想
し
て
ゐ
た
の
だ
が
、
そ
れ
が
は
づ
れ
た
の
で
あ
る
。
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臨
時
祭
記
の
御
旅
所
の
舞
台
の
図
で
は
、
板
の
舞
台
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
ふ
が
、
芝
の
様
に
も
見
え
る
。
も
し
そ
れ
な
ら
、
露
台
と
で
も
書
き
さ

う
な
も
の
だ
。

又
、
図
に
あ
る
舞
台
前
方
の
「
中
門
」
は
、
後
に
い
ふ
埒
で
あ
ら
う
が
、
或

は
も
と
か
ら
、
埒
で
あ
つ
た
の
を
、
中
門
と
呼
ん
で
ゐ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
祭
り
の
お
練
り

若
宮
を
出
て
お
旅
所
に
這
入
る
あ
の
お
練
り
は
何
で
あ
る
か
、
と
言
ふ
と
、

同
じ
く
御
神
幸
を
中
心
と
し
た
行
列
と
見
え
る
が
、
実
は
あ
ゝ
言
ふ
風
な
の

を
私
は
近
頃
「
招
か
れ
ざ
る
客
」
と
い
つ
て
ゐ
る
。
方
々
の
祭
り
の
節
、
ま﹅
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れ﹅
び﹅
と﹅
と
し
て
臨
む
者
の
中
、
正
座
に
来
る
の
が
真
の
ま
れ
び
と
。
そ
し
て

そ
の
ま
れ
び
と
に
正
式
に
随
行
し
て
来
る
一
行
が
あ
る
。
所
が
さ
う
し
た
客

座
の
外
に
立
つ
て
、
之
を
眺
め
て
ゐ
る
も
の
が
来
る
。
こ
れ
が
精
霊
、
す
ぴ

り
つ
と
に
当
る
者
で
、
祭
り
や
饗
宴
を
羨
ん
で
や
つ
て
来
る
の
で
あ
る
。

田
楽
や
猿
楽
に
つ
い
て
も
其
が
言
は
れ
る
。
田
楽
は
内
々
の
者
、
猿
楽
は
外

の
も
の
で
あ
る
。
だ
が
同
時
に
二
つ
な
が
ら
、
若
宮
祭
り
か
ら
い
へ
ば
、
招

か
れ
ざ
る
客
な
の
で
あ
る
。
其
田
楽
が
正
式
の
も
の
ゝ
姿
を
備
へ
て
来
る
と
、

又
猿
楽
が
其
に
対
し
て
外
の
者
と
し
て
添
う
て
来
る
。
絵
で
見
て
も
、
田
楽

師
の
扱
ひ
が
違
つ
て
ゐ
る
。
又
、
八
処
女
等
の
神
楽
に
対
し
て
は 

細  

男 

セ
イ
ナ
ウ

と

い
ふ
異
風
な
も
の
が
出
て
来
る
。

少
し
話
は
違
ふ
が
、
雅
楽
を
盛
ん
に
す
る
の
は
、
　
　
此
想
像
は
大
分
問
題
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に
な
り
さ
う
だ
が
　
　
相
撲
に
雅
楽
が
附
い
て
発
達
し
て
来
た
ゝ
め
で
は
な

い
か
。
相
撲
の
節
会
に
は
、
雅
楽
が
附
き
も
の
で
あ
つ
た
。
臨
時
祭
記
に
も

雅
楽
は
見
え
て
ゐ
る
が
、
ど
う
も
相
撲
と
の
関
係
か
ら
さ
う
思
は
れ
る
。
か

う
し
て
見
る
と
芸
能
の
組
合
せ
に
も
、
皆
相
当
拠
り
所
が
あ
る
。
わ﹅
き﹅
芸
と

も
も﹅
ど﹅
き﹅
と
も
附
属
芸
と
も
い
へ
る
。
そ
れ
で
、
三
つ
の
も
の
が
六
つ
に
も

な
つ
て
ゐ
る
。

芸
能
以
外
の
も
の
で
見
る
と
、
行
列
の
最
初
に
、
京
都
か
ら
来
た
氏
の
長
者

の
使
に
当
る
者
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
日
の
使
が
出
る
。
そ
れ
に
対
し
て
五
師
の

坊
か
ら
沢
山
の
人
が
出
る
。
馬
長
の
稚
児
が
出
て
来
る
。
馬
長
頭
と
言
ふ
名

目
が
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
に
は
見
え
て
、
五
人
出
て
居
る
。
其
が
出
な
い
で

稚
児
だ
け
が
出
る
や
う
に
な
つ
て
ゐ
る
の
だ
。
そ
れ
を
め
ぐ
つ
て
供
が
出
る
。
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そ
の
外
願
主
が
一
つ
の
中
心
に
な
つ
て
ゐ
る
が
、
出
る
所
が
き
ま
つ
て
ゐ
る
。

只
今
忘
れ
た
が
、
神
様
が
外
へ
お
出
ま
し
に
な
つ
て
活
躍
し
て
居
ら
れ
る
と

き
は
、
願
を
か
け
て
聴
い
て
頂
け
る
も
の
と
信
じ
た
。
其
が
祭
り
の
時
の
願

主
で
あ
る
。
主
と
し
て
神
楽
を
奏
し
て
法
楽
を
奉
る
つ
も
り
な
の
で
あ
ら
う
。

そ
れ
は
大
和
の
豪
族
が
出
な
け
れ
ば
願
主
が
出
な
い
か
ら
、
祭
り
の
要
素
が

欠
け
る
。
そ
れ
だ
か
ら
郡
山
其
他
大
和
の
諸
侯
が
参
向
す
る
や
う
に
な
つ
た
。

そ
の
外
大
き
な
太
刀
を
持
つ
た
者
が
出
る
。
あ
れ
は
奈
良
の
六
方
法
師
・
六

方
衆
と
も
い
ふ
者
の
流
れ
で
あ
ら
う
。
こ
れ
が
芝
居
の
六
方
の
語
源
を
な
す

も
の
で
す
。
闊
達
と
い
へ
ば
闊
達
、
乱
暴
狼
藉
な
る
六
方
衆
の
風
が
、
芸
能

化
し
て
伝
つ
た
の
が
芝
居
の
六
方
で
あ
る
。
こ
の
六
方
と
語
は
変
る
が
、
か

ぶ
き
と
言
ふ
語
か
ら
し
て
、
そ
も
そ
も
さ
う
だ
し
、
其
か
ら
寛
闊
丹
前
な
ど
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ゝ
、
外
形
も
内
容
も
変
つ
て
行
つ
た
が
、
こ
の
六
方
法
師
は
祇
園
の
犬
神
人
、

加
茂
の
放
免
な
ど
に
似
た
行
装
で
あ
つ
た
か
ら
だ
ら
う
と
思
ふ
。
野
太
刀
も
、

其
姿
を
う
つ
し
た
も
の
と
思
は
れ
る
。

春
日
祭
り
な
ら
ば
、
宮
廷
か
ら
近
衛
使
が
出
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
と
共

に
内
侍
使
が
出
ま
し
た
。
春
日
祭
り
は
も
と
〳
〵
斎
女
が
出
て
、
そ
れ
が
内

侍
使
に
な
つ
た
の
で
す
。
近
衛
使
は
そ
れ
に
つ
い
て
送
つ
て
行
く
形
だ
つ
た

の
が
、
却
て
此
方
が
使
の
本
体
ら
し
く
見
え
出
し
た
の
で
す
。
其
か
ら
藤
氏

の
氏
の
長
者
自
身
、
其
と
別
に
出
向
い
て
来
る
事
が
あ
り
ま
し
た
。
此
が
氏

使
と
な
つ
た
の
で
す
。
臨
時
祭
り
に
は
近
衛
使
や
内
侍
使
が
来
な
い
。
こ
れ

も
特
別
の
事
が
あ
つ
て
、
も
と
氏
使
が
来
た
の
が
、
其
も
来
な
い
で
、
そ
の

又
代
理
と
い
つ
た
意
味
で
、
奈
良
で
出
す
や
う
に
な
つ
た
の
が
日
の
使
だ
と

12春日若宮御祭の研究



い
ふ
説
が
よ
い
様
で
す
。

興
福
寺
の
僧
が
日
の
使
に
扮
し
た
の
で
あ
る
と
い
ふ
が
、
日
の
使
の
意
義
は
、

は
つ
き
り
わ
か
ら
な
い
。
が
、
と
も
か
く
宮
廷
か
ら
来
た
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
日
の
使
は
若
宮
祭
り
に
も
と
か
ら
あ
つ
た
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。
此

起
原
の
説
明
と
し
て
、
藤
原
忠
通
が
、
こ
れ
に
当
る
役
を
勤
め
た
処
、
急
病

で
装
束
を
楽
人
に
与
へ
て
代
理
さ
せ
、
そ
の
日
の
使
に
命
じ
た
か
ら
日
の
使

と
い
ふ
、
と
い
ふ
伝
へ
は
訣
ら
ぬ
様
で
意
味
が
あ
り
さ
う
だ
。
交
替
で
勤
務

す
る
こ
と
が
、
日
の
勤
め
で
あ
り
、
蔵
人
に
も 

日 

下 

﨟 

ヒ
ノ
ゲ
ラ
フ

な
ど
い
ふ
名
称
も

あ
る
位
だ
か
ら
、
当
番
の
こ
と
で
あ
る
。
当
番
の
人
が
使
と
し
て
来
る
位
の

義
か
も
知
れ
ぬ
。
併
し
、
春
日
祭
り
に
本
来
の
性
質
を
等
し
く
し
て
ゐ
る
、

大
原
野
祭
り
で
見
る
と
、
此
祭
り
に
は
神
主
が
卜
ひ
定
め
ら
れ
る
。
其
に
は
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藤
原
北
家
長
岡
大
臣
（
内
麻
呂
）
の
子
孫
か
ら
採
る
と
い
ふ
事
に
な
つ
て
ゐ

て
、
毎
年
さ
う
し
て
ゐ
た
ら
し
い
こ
と
は
、
北
山
抄
に
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、

京
都
か
ら
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
時
代
に
は
此
使
が
、
神
主
以
外
に
今

一
人
毎
年
下
つ
た
と
見
ら
れ
ま
せ
う
。
さ
う
し
て
其
が
何
時
の
代
か
ら
か
、

出
る
家
が
　
　
内
麻
呂
流
で
も
　
　
き
ま
つ
て
、
日
野
家
一
流
と
い
ふ
事
に

な
つ
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
か
。
其
は
内
麻
呂
流
で
は
、
此
流
れ
と
今
一
つ
藤

原
本
流
と
も
い
ふ
べ
き
冬
嗣
の
系
統
の
外
は
微
々
た
る
も
の
だ
か
ら
、
結
果

日
野
流
が
、
か
う
い
ふ
方
面
に
は
用
ゐ
ら
れ
る
の
で
せ
う
。
大
原
野
神
社
で

は
一
年
神
主
で
あ
り
、
春
日
で
は
若
宮
祭
り
に
日
野
使
が
出
た
、
か
う
い
ふ

こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
と
も
か
く
若
宮
祭
り
の
行
列
に
出
る

も
の
ゝ
中
に
は
、
興
福
寺
か
ら
出
る
の
に
繋
ら
ず
、
臨
時
祭
り
は
勿
論
、
春
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日
祭
り
に
出
た
種
目
も
出
来
る
。
僣
上
と
い
へ
ば
僣
上
だ
が
、
一
つ
の
模
擬

行
列
で
す
。
さ
う
い
ふ
所
が
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
前
に
も
言
ひ
ま
し
た
臨
時

祭
り
を
型
と
し
て
ゐ
る
も
の
だ
と
い
ふ
事
が
、
は
つ
き
り
し
て
来
ま
す
。

そ
れ
か
ら
巫
女
、
芸
能
の
者
が
出
て
来
る
。
更
に
も
一
つ
流
鏑
馬
が
出
る
。

こ
れ
は
願
主
に
附
属
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
大
和
大
名
の
連
衆
、
六

方
の
連
衆
が
出
た
。
そ
れ
で
一
通
り
、
祭
り
行
列
の
整
理
が
つ
く
。
つ
ま
り
、

神
で
は
な
く
、
招
か
れ
ざ
る
客
の
一
行
で
、
そ
れ
が
神
の
祝
福
に
来
た
形
だ
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
春
日
祭
り
や
臨
時
祭
り
の
一
行
の
形
に
似
せ
た
姿
を
見
せ

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
公
人
の
梅
の
白
枝
ズ
ハ
エ
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行
列
に
は
二
種
類
あ
る
訣
で
、
芸
能
の
連
衆
と
、
京
都
か
ら
の
使
と
に
大
別

さ
れ
る
が
、
初
め
の
方
は
、
拍
手
の
公
人
、
戸
上
の
公
人
と
あ
る
。
旧
記
に

は
既
に
公
人
の
字
を
書
い
て
ゐ
る
が
、
公
人
は
奈
良
だ
け
の
宛
て
字
ら
し
い
。

戸
上 

拍  

手 

カ
シ
ハ
デ

は
わ
か
ら
な
い
が
、
「
と
が
め
の
公
人
」
だ
と
い
ふ
説
も
あ
る
。

梅
の
白
枝
ズ
ハ
エ
を
持
つ
て
ゐ
る
の
が
そ
れ
で
、
多
く
の
旧
社
の
祭
礼
に
は
、
こ
れ

が
先
頭
に
立
つ
事
が
多
い
。

こ
れ
は
襅
チ
ハ
ヤを
か
け
、
そ
の
裾
を
長
く
〳
〵
引
い
て
ゐ
る
。
臨
時
祭
記
に
も
出

て
を
り
、
寺
社
雑
事
記
に
は
こ
れ
に
要
す
る
木
綿
の
分
量
も
書
い
て
あ
り
ま

す
。
こ
の
ち﹅
は﹅
や﹅
は
年
中
行
事
絵
詞
の
加
茂
祭
り
の
条
に
も
あ
り
、
春
日
霊

験
記
で
も
か
け
て
ゐ
る
。
加
茂
で
も
春
日
で
も
又
余
所
で
も
か
け
て
ゐ
る
が
、
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異
風
な
感
を
興
さ
せ
る
も
の
で
、
お
祭
り
に
は
ふ
さ
は
し
い
も
の
で
あ
る
。

巫
女
が
か
け
る
笈
摺
に
似
た
も
の
、
あ
れ
も
襅
で
あ
る
。
能
な
ど
で
は
袖
な

し
の
前
の
あ
い
て
る
側
継
、
あ
れ
が
ち﹅
は﹅
や﹅
で
あ
る
。
公
人
の
は
裾
を
長
く

引
き
ず
る
の
が
特
長
だ
が
、
加
茂
祭
り
も
そ
の
通
り
で
あ
る
。
元
来
こ
の
ち﹅

は﹅
や﹅
は
、
裂
地
の
中
に
穴
を
あ
け
、
其
処
に
首
を
入
れ
て
前
に
も
後
に
も
垂

れ
る
も
の
で
、
原
始
的
な
着
物
で
あ
る
。
着
物
が
発
達
し
て
か
ら
は
、
そ
の

上
に
か
け
る
、
と
い
ふ
状
態
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。

公
人
は
奈
良
だ
け
だ
ら
う
と
思
ふ
の
は
、
こ
れ
が
春
日
神
社
か
ら
出
た
の
で

は
な
く
、
興
福
寺
か
ら
出
た
も
の
だ
か
ら
だ
。
「
公
人
」
は
候
人
、
即
、
さ﹅

む﹅
ら﹅
ひ﹅
﹅ゞ

と﹅
で
あ
る
。
寺
に
ゐ
る
一
種
の
武
力
を
も
つ
た
奴
隷
法
師
な
の
で

あ
る
。
「
候
人
」
を
音
読
も
し
、
又
「
さ
む
ら
ひ
ぼ
ふ
し
」
と
も
言
つ
た
。
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梅
の
白
枝
は
し﹅
も﹅
と﹅
で
、
警
固
の
為
の
意
味
の
物
で
あ
る
。
社
々
の
前
駆
に

は
、
梅
の
ず﹅
は﹅
え﹅
を
持
つ
こ
と
が
実
に
多
い
。
春
日
霊
験
記
に
あ
る
、
鏡
を

盗
ん
だ
男
を
捕
へ
、
鏡
を
と
り
返
し
て
帰
る
行
列
に
も
そ
れ
が
出
て
ゐ
る
。

申
祭
り
の
時
に
、
故
老
の
神
人
が
南
大
門
か
ら
南
に
向
つ
て
、
祭
り
の
終
り

に
強
盗
々
々
と
中
音
で
言
つ
た
と
言
ふ
。
其
理
由
は
わ
か
ら
ぬ
が
、
と
も
か

く
も
昔
か
ら
し
て
居
る
の
だ
と
答
へ
た
よ
し
が
御
祭
礼
図
に
見
え
て
ゐ
る
が
、

其
処
に
も
書
い
て
あ
る
と
ほ
り
、
春
日
祭
り
に
つ
き
も
の
ゝ
為
来
り
だ
つ
た

の
が
、
江
戸
の
享
保
ま
で
残
つ
て
ゐ
た
訣
だ
。
江
家
次
第
春
日
祭
使
途
中
次

第
に
詳
し
く
あ
り
ま
す
。
一
種
の
き
ま
つ
た
余
興
と
も
演
劇
と
も
と
れ
る
も

の
で
す
。
之
が
昔
は
行
は
れ
て
ゐ
た
の
だ
が
、
後
に
さ
う
言
ふ
事
も
な
く
な

つ
て
、
し
か
も
尚
男
の
乳
房
の
や
う
に
、
ど
こ
か
に
縋
つ
て
残
つ
て
居
よ
う
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と
し
た
形
が
見
え
ま
す
。
だ
か
ら
大
宮
祭
り
の
が
臨
時
祭
り
に
、
臨
時
祭
り

の
が
若
宮
祭
り
に
と
い
ふ
風
に
、
次
第
に
這
入
つ
て
残
る
わ
け
も
わ
か
り
ま

す
。
一
度
さ
う
し
た
盗
人
が
、
春
日
使
一
行
を
襲
う
た
こ
と
が
あ
つ
た
の
で

せ
う
。
其
が
歴
史
に
な
つ
て
、
く
り
返
さ
れ
た
訣
で
す
。

白
馬
の
節
会
に
、
犯
人
を
作
つ
て
梅
の
白
枝
で
打
擲
す
る
と
言
ふ
例
が
あ
る

が
、
北
陣
で
検
非
違
使
が
雑
犯
を
裁
断
す
る
式
も
、
白
馬
節
会
の
つ
き
も
の

で
す
。
起
原
が
一
つ
と
考
へ
ら
れ
る
の
は
お
も
し
ろ
い
が
、
ち
よ
つ
と
場
合

が
違
ひ
ま
す
し
、
ま
あ
宿
題
に
し
て
お
い
た
方
が
い
ゝ
。

公
人
が
す
る
の
か
ど
う
か
、
誰
が
す
る
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
古
く
は
近
衛

使
に
つ
い
て
行
つ
た
近
衛
府
の
下
部
の
や
う
で
す
。
禄
を
分
け
る
前
提
と
し

て
、
盗
人
を
拵
へ
、
之
が
隠
匿
し
た
贓
物
の
所
在
を
白
状
す
る
、
と
い
ふ
事
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に
な
つ
て
ゐ
ま
す
。
狂
言
の
「
瓜
盗
人
」
の
鬼
の
責
め
が
思
ひ
出
さ
れ
る
が
、

斎
藤
香
村
氏
に
よ
れ
ば
、
「
鬮
罪
人
」
は
そ
れ
よ
り
も
、
も
つ
と
為
組
み
が

複
雑
に
な
つ
て
ゐ
ま
す
。
祇
園
会
の
山
鉾
を
出
す
相
談
で
、
地
獄
の
鬼
が
罪

人
を
責
め
る
と
こ
ろ
を
囃
子
物
に
乗
せ
て
し
よ
う
と
い
ふ
こ
と
に
定
ま
り
、

主
人
が
罪
人
、
太
郎
冠
者
が
鬼
の
鬮
を
引
き
あ
て
ゝ
そ
の
稽
古
を
す
る
と
い

ふ
の
で
す
。

愛
知
県
に
は
「
か
ん
ど
打
つ
」
と
い
ふ
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
祝
福
に
行
つ

て
物
を
貰
ふ
こ
と
に
さ
う
言
ふ
ら
し
い
。
祭
り
日
の
闖
入
者
、
饗
応
の
座
を

羨
ん
で
這
入
り
こ
ん
で
来
る
者
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
さ
う
し
た
処
に
由
来

が
あ
る
。
白
枝
は
、
奈
良
の
は
特
に
長
い
。

十
列
の
稚
児
は
も
と
〳
〵
伶
人
な
ん
で
せ
う
。
舞
人
は
武
官
で
す
。
使
の
伴
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だ
か
ら
陪
従
。
其
が
素
ら
し
い
の
で
す
。
舞
は
な
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

普
通
は
歌
の
方
で
す
。
そ
れ
が
東
遊
び
な
ど
に
関
係
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
若
宮
の
祭
神

若
宮
様
は
、
元
は
畏
い
神
で
お
あ
り
に
な
つ
た
の
か
ど
う
か
と
言
ふ
こ
と
だ

が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
明
応
七
年
十
二
月
三
日
、

　
　
昨
夕
自
九
条
殿
御
書
到
来
。
若
宮
御
本
地
事
、
預
御
尋
、
可
注
進
之
也
。

　
　
と
あ
つ
て
、
其
後
に
、
案
文
が
載
つ
て
ゐ
る
。

　
　
…
…
春
日
若
宮
御
本
地
事
。
文
殊
候
。
令
出
現
師
子
間

シ
シ
ノ
マ

給
故
也
。
（
師

　
　
子
間
者
大
宮
殿
第
二
御
殿
与
第
三
御
殿
之
間
於
申
也
）
御
出
現
時
分
事
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如
仰
長
保
五
年
候
歟
。
不
存
知
仕
候
。
被
称
別
殿
候
事
者
、
大
治
二
年

　
　
候
。
祭
礼
初
候
事
者
保
延
三
年
九
月
候
。

其
外
、
十
一
面
観
音
、
阿
弥
陀
八
幡
が
若
宮
と
示
現
せ
ら
れ
た
と
も
い
ふ
と

謂
つ
た
風
な
異
説
を
あ
げ
て
、
此
に
も
ま
だ
異
説
は
あ
る
が
、
悉
皆
を
南
無

阿
弥
陀
仏
と
御
祈
念
あ
る
べ
く
候
と
い
ふ
様
な
答
申
を
し
て
ゐ
る
。
ま
る
で

落
し
咄
で
す
。
九
条
殿
で
は
驚
い
た
で
せ
う
。

若
宮
が
天
押
雲
命
だ
と
い
ふ
説
は
、
御
祭
礼
略
記
に
あ
つ
て
、
「
名
法
要
集

に
あ
り
。
然
れ
ど
も
若
宮
神
主
一
家
の
秘
に
て
知
る
こ
と
な
し
。
長
保
五
年

三
月
三
日
、
二
三
の
御
殿
の
間
に
あ
ら
は
れ
さ
せ
給
ひ
し
を
、 

時  

風 

ト
キ
カ
ゼ

五
代

の
孫
中
臣
連
是
忠
三
の
御
殿
に
移
し
祝
を
奉
る
云
々
」
と
、
こ
ゝ
で
も
祟
り

神
だ
と
あ
る
。
た
ゝ
り
神
を
ば
、
大
き
な
威
力
の
あ
る
神
様
に
附
属
さ
せ
て
、
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若
宮
と
呼
ん
で
和ナゴ
め
鎮
め
る
や
う
に
し
た
の
だ
と
い
ふ
の
が
、
柳
田
国
男
先

生
の
若
宮
考
で
す
。
殊
に
八
幡
神
関
係
に
つ
い
て
詳
し
く
説
か
れ
て
ゐ
ま
す
。

若
宮
と
若
宮
八
幡
と
の
関
係
を
考
へ
れ
ば
、
細
男
の
出
る
の
は
八
幡
系
だ
と

い
ふ
考
へ
も
出
て
来
る
が
、
そ
れ
は
少
し
合
理
化
し
す
ぎ
る
で
せ
う
。

祭
り
の
時
期
は
、
し
き
り
に
動
い
て
ゐ
る
。
動
か
な
い
方
が
不
思
議
だ
と
思

は
れ
る
様
な
時
代
さ
へ
あ
り
ま
し
た
。
大
和
や
河
内
に
変
事
が
あ
つ
た
り
す

る
と
動
い
て
ゐ
ま
す
。

今
は
八
月
十
一
日
に
御
旅
所
を
造
り
、
九
月
に
棟
上
を
行
つ
て
ゐ
る
が
、
寺

社
雑
事
記
時
代
は
、
原
則
と
し
て
は
、
十
一
月
廿
七
日
だ
と
思
ふ
が
、
そ
れ

さ
へ
動
揺
が
あ
る
。
若
宮
祭
り
は
九
月
十
七
日
に
行
つ
た
と
い
ふ
の
が
記
録

に
あ
る
古
い
形
で
せ
う
。
平
安
朝
末
期
で
す
。
併
し
ど
う
い
ふ
訣
か
、
若
宮
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の
祭
礼
の
日
は
動
揺
が
激
し
い
の
で
す
。
第
一
、
旧
記
類
で
見
て
も
、
戦
乱

や
物
忌
み
で
延
す
の
は
勿
論
、
雨
や
荒
天
で
延
期
し
て
ゐ
る
例
も
段
々
あ
り

ま
す
。
祭
り
に
附
属
し
た
芸
能
の
行
は
れ
な
い
様
な
場
合
に
は
、
日
を
替
へ

る
こ
と
が
出
来
た
ら
し
い
の
で
す
。
本
社
の
祭
礼
に
も
延
引
の
例
が
多
い
の

で
す
が
、
何
か
我
々
に
は
窺
ひ
知
れ
な
い
理
由
と
、
日
を
替
へ
る
方
法
と
が

あ
つ
た
も
の
と
思
は
れ
ま
す
。
殊
に
若
宮
祭
り
が
五
月
に
行
は
れ
て
ゐ
る
の

な
ど
は
、
不
思
議
だ
が
度
々
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
大
和
猿
楽
・
翁

猿
楽
の
大
和
の
四
座
は
、
春
日
神
社
か
ら
は
か
な
り
遠
い
と
思
は
れ
る
が
、
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大
し
た
事
は
な
い
。
本
家
が
他
国
に
移
つ
て
ゐ
た
こ
と
が
、
中
間
に
あ
る
と

す
れ
ば
　
　
京
都
で
な
く
　
　
其
期
間
は
別
だ
。
宝
生
は
や
ゝ
遠
く
て
、
昔

の
足
で
半
日
だ
が
、
観
世
な
ど
は
結
崎
だ
し
、
金
剛
の
坂
戸
だ
つ
て
半
日
か
ゝ

ら
な
い
。

金
春
は
、
翁
に
対
し
て
、
他
流
と
は
特
別
な
点
が
あ
る
か
ど
う
か
と
言
ふ
問

題
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
斎
藤
香
村
さ
ん
は
、
「
金
春
は
四
座
の
中
で
は

最
古
い
か
ら
、
翁
も
や
は
り
金
春
が
古
い
と
言
は
ね
ば
な
る
ま
い
が
、
こ
の

翁
に
つ
い
て
、
金
春
と
観
世
と
の
間
に
、
古
く
足
利
時
代
に
問
題
が
起
つ
た

事
が
あ
つ
た
ら
し
い
。
そ
れ
は
、
観
世
大
夫
が
、
代
々
京
都
の
吉
田
神
社
か

ら
翁
の
伝
授
を
受
け
て
ゐ
る
一
事
か
ら
想
像
さ
れ
る
の
で
、
単
に
翁
の
神
聖

を
裏
書
き
す
る
必
要
だ
け
で
は
な
い
様
な
気
が
す
る
」
と
の
説
で
す
。
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影
向
松
・
鏡
板
・
風
流
・
開
口

松
の
下
の
開
口
能
の
、
例
の
影
向
の
松
だ
が
、
こ
れ
は
、
昔
か
ら
あ
る 

標  

シ
メ
ヤ

山 マ
　
　
王
朝
時
代
の
大
嘗
祭
で
は
、
ひ﹅
を﹅
の﹅
や﹅
ま﹅
（
伐
る
・
截
る
の
祝
福

語
）
た
木
即
、
松
の
は﹅
や﹅
し﹅
を
牽
い
て
其
下
で
演
じ
た
芸
能
で
あ
る
か
ら
、

中
門
か
ら
庭
の
芸
に
な
り
、
庭
か
ら
舞
台
の
芸
に
な
つ
て
も
、
な
ほ
、
は
や

し
た
木
だ
け
は
其
形
容
を
留
め
て
ゐ
る
。
其
が
段
々
誇
張
せ
ら
れ
て
老
木
を

描
く
や
う
に
な
つ
た
。
猿
楽
は
古
く
松
拍
を
行
ふ
徒
だ
つ
た
と
は
言
ひ
き
れ

ま
せ
ん
。
尤
、
猿
楽
役
者
も
後
に
松
囃
子
を
行
う
た
こ
と
は
確
か
で
す
が
、

か
う
言
ふ
祝
福
芸
能
の
村
々
で
は
、
拍
子
ハ
ヤ
シ
物
を
持
つ
て
居
る
の
が
多
か
つ
た
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し
、
拍
子
物
の
実
体
は
囃
す
か
ら
は﹅
や﹅
し﹅
物
で
な
く
、
さ
う
し
た
ひ﹅
き﹅
物
が

あ
り
、
ね﹅
り﹅
の
中
心
に
な
つ
て
ゐ
た
事
は
考
へ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
で
す
。

つ
い
で
に
橋
掛
り
の
松
だ
が
、
斑
山
博
士
の
説
明
は
、
橋
掛
り
の
松
に
も
関

聯
し
て
居
ま
し
て
、
如
何
に
も
心
ゆ
く
う
つ
く
し
い
感
じ
方
で
し
た
。
此
は

私
の
方
で
は
う
ま
く
説
け
な
い
の
で
す
。
唯
、
猿
楽
以
前
の
先
輩
芸
能
の
舞

台
に
既
に
其
が
あ
つ
た
と
見
る
の
が
、
ほ
ん
た
う
で
は
な
い
か
と
思
ふ
の
で

す
。

風
流
も
、
翁
烏
帽
子
狩
衣
で
、
私
ど
も
の
考
へ
て
ゐ
る
風
流
と
い
ふ
も
の
と

違
つ
て
感
じ
ら
れ
る
。
斎
藤
氏
に
よ
れ
ば
、
三
笠
風
流
と
い
ふ
の
は
、
明
治

に
な
つ
て
か
ら
の
新
作
だ
さ
う
で
す
。
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細
男
・
高
足
・
呪
師

細
男
は
主
と
し
て
退
る
足
ば
か
り
、
舞
楽
は
出
る
足
ば
か
り
で
し
た
。
此
は

大
変
お
も
し
ろ
い
事
だ
と
思
ひ
ま
す
。
斎
藤
さ
ん
が
「
大
て
い
の
芸
能
が
出

る
の
に
呪
師
が
出
て
来
な
か
つ
た
の
は
一
寸
意
外
に
思
つ
た
」
と
言
つ
て
を

ら
れ
た
が
、
田
楽
が
発
達
し
て
来
る
と
、
そ
の
中
に
と
り
込
め
ら
れ
て
、
呪

師
其
も
の
は
痕
を
潜
め
ま
し
た
。
だ
か
ら
今
日
呪
師
を
見
る
こ
と
は
望
め
ま

せ
ん
。
五
師
の
坊
で
あ
れ
だ
け
保
護
し
た
の
だ
が
、
流
行
の
力
が
も
つ
と
大

切
だ
つ
た
の
で
せ
う
。
流
行
し
な
く
な
る
と
忽
ち
他
の
芸
能
の
中
へ
よ
い
物

が
吸
収
せ
ら
れ
て
了
ふ
。
田
楽
自
身
が
あ
の
通
り
で
、
今
度
は
刀
玉
な
ど
曲

り
な
り
に
も
や
つ
て
ゐ
た
が
、
前
は
あ
れ
も
な
か
つ
た
。
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高
足
な
ど
も
、
工
夫
が
し
や
べ
る
を
足
で
土
へ
突
き
込
む
や
う
な
形
を
す
る

だ
け
で
、
一
寸
足
を
か
け
る
だ
け
で
、
一
向
た
あ
い
の
な
い
も
の
だ
が
、
今

だ
つ
て
高
足
に
乗
る
地
方
の
祭
り
が
多
い
の
だ
か
ら
、
何
で
も
な
い
の
で
す
。

一
本
足
の
竹
馬
の
や
う
に
し
て
、
両
足
を
か
け
る
横
木
が
あ
る
。
そ
れ
に
乗

つ
て
走
る
ん
で
せ
う
。
正
し
く
は
一
足
で
せ
う
が
、
何
処
で
も 

高  

足 

タ
カ
ア
シ

と
い

ふ
様
で
す
。
唯
の
一
本
の
高
足
が
、
竹
馬
に
な
つ
て
珍
し
く
な
く
な
つ
て
か

ら
、
一
足
を
高
足
と
専
ら
言
ひ
慣
ら
し
た
の
で
せ
う
。
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