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敦
賀
市
山
区
の
こ
と
し
の
初
午
祭
(
本
来
は
御
供

祭
と
い
う
)
は
三
月
四
日
(
旧
初
午
)
で
あ
る
。

昨
年
の
秋
か
ら
敦
賀
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
の
会
員

有
志
と
市
内
の
伝
統
行
事
と
か
民
俗
芸
能
に
つ
い
て

調
査
し
て
い
る
が
、
山
区
の
初
午
祭
の
起
源
に
つ
い

て
ま
と
め
で
あ
る
冊
子
を
入
手
し
た
の
で
、
同
区
役

員
の
了
解
を
得
て
こ
こ
に
紹
介
し
た
い
。

一
人
身
御
供
の
起
源

む
か
し
、
あ
る
と
き
山
村
(
山
区
の
こ
と
)
の
在

所
に
住
ん
で
い
た
作
兵
衛
の
娘
が
洗
濯
物
を
持
っ
て

黒
河
川
へ
行
っ
た
き
り
夕
飯
時
に
な
っ
て
も
帰
っ
て

来
な
い
と
い
っ
て
、
忽
ち
村
中
大
騒
ぎ
に
な
っ
た
。

ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
村
人
達
が
汗
水
流
し
て
育
て

あ
げ
て
、
や
っ
と
収
穫
で
き
る
よ
う
に
稔
っ
た
作
物

を
夜
中
に
喰
い
荒
し
た
り
、
果
物
の
枝
を
折
っ
て
手

当
た
り
次
第
荒
し
廻
る
怪
物
が
夜
ご
と
に
出
没
す
る

の
で
、
村
人
達
が
集
ま
っ
て
寝
ず
に
夜
廻
り
を
し
ょ

柴
田

稲
荷
神
社
の
初
午
祭

う
と
相
談
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
一
体
何
物
の
仕
業
か
、
イ
ノ
シ
シ
か
ク
マ
か
サ

ル
か
」
村
人
達
は
必
死
に
な
っ
て
足
跡
を
調
べ
る
が

分
ら
な
い
と
い
う
始
末
。
そ
こ
へ
娘
が
行
方
不
明
に

な
っ
た
と
い
う
の
で
、
怪
物
が
人
間
に
ま
で
危
害
を

加
え
る
と
は
何
事
か
と
い
う
こ
と
で
、
一
層
騒
ぎ
が

大
き
く
広
が
っ
た
。

ま
ず
は
作
兵
衛
の
娘
を
探
し
出
そ
う
と
い
う
こ
と

が
決
ま
り
、
村
中
総
出
で
タ
イ
マ
ツ
を
持
ち
鐘
や
太

鼓
を
叩
き
な
が
ら
「
お
ま
つ
ヤ
|
イ
/
¥
/
-
¥
」
と

大
声
で
一
晩
中
、
村
中
は
お
ろ
か
山
の
方
ま
で
探
し

廻
っ
た
が
、
お
ま
つ
の
持
ち
物
す
ら
見
当
た
ら
ず
、

誰
も
彼
も
す
っ
か
り
疲
れ
果
て
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ

で
村
人
の
一
人
が
「
ど
う
や
苦
し
い
時
の
神
頼
み
と

い
う
こ
と
が
あ
る
が
、
氏
神
様
(
稲
荷
神
社
)
に
伺

い
を
立
て
て
み
て
は
し
と
提
案
し
た
の
で
、
全
員
が

賛
成
し
村
人
の
代
表
が
氏
神
様
に
参
拝
し
て
、
お
み

く
じ
を
引
い
た
と
こ
ろ
「
毎
年
の
初
午
に
人
身
御
供

と
し
て
娘
を
お
供
え
せ
よ
」
と
い
う
啓
示
が
出
た
の

で
あ
る
。
一
同
は
意
外
な
お
告
げ
に
無
言
の
ま
ま
顔

を
見
合
わ
す
だ
け
。
す
る
と
い
つ
も
皮
切
り
に
発
言

す
る
男
が

「
パ
カ
な
お
み
ぐ
じ
ゃ
、
そ
ん
な
こ
と
が
あ
る
も

ん
か
。
こ
れ
や
例
の
怪
物
の
仕
業
に
違
い
な
い
。

第
一
人
身
御
供
に
出
る
娘
な
ん
か
居
る
も
ん
か
。

娘
を
捧
げ
る
親
な
ん
か
居
る
も
ん
か
」

と
、
わ
め
き
散
ら
す
だ
け
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
二
、
三
日
過
ぎ
る
と
、
ま
た
/
¥
五
郎
三

郎
の
娘
と
八
郎
太
夫
の
娘
二
人
が
夕
暮
れ
に
な
っ
て

も
帰
っ
て
来
な
い
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
た
。
再
三

の
出
来
事
で
村
人
達
は
恐
怖
の
た
め
不
安
な
日
夜
を

過
し
た
。
中
中
良
策
も
浮
ば
な
い
状
況
の
中
で
一
人

の
若
者
が

「
愚
痴
や
理
屈
を
言
っ
て
い
る
場
合
で
は
な
い
。

み
ん
な
で
山
狩
り
を
や
ろ
う
、
結
果
が
最
悪
に
な

っ
た
ら
そ
の
時
こ
そ
最
後
の
手
段
を
選
ん
で
は
L

と
提
案
し
た
の
で
、
全
員
が
賛
成
し
て
早
速
山
狩
り

を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。

一
一
日
二
晩
村
総
出
の
山
狩
り
の
甲
斐
も
な
く
、
村

人
達
は
く
た
く
た
に
な
っ
て
疲
労
を
重
ね
た
に
過
ぎ

な
か
っ
た
。
そ
こ
で
最
後
の
切
札
と
し
て
村
中
の
総

寄
り
を
行
い

O
お
み
く
じ
ど
お
り
人
身
御
供
の
娘
を
奉
納
す
る

O
村
中
挙
げ
て
他
の
土
地
へ
移
住
す
る

O

こ
の
ま
ま
村
の
つ
ぶ
れ
る
ま
で
が
ん
ば
る

い
ず
れ
か
一
つ
を
選
ん
で
く
だ
さ
い
と
持
ち
か
け
た
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が
、
こ
れ
も
相
変
ら
ず
決
ま
ら
ず
無
言
の
ま
ま
に
終

ろ
う
と
し
た
が
、
あ
る
一
人
の
男
が
言
う
の
に
は

「
こ
れ
ま
で
さ
ら
わ
れ
た
娘
た
ち
の
遺
体
も
足
取

り
も
わ
か
ら
な
い
。
衣
類
の
端
切
れ
も
見
つ
か
ら

な
い
と
い
う
の
は
、
考
え
方
に
よ
っ
て
は
神
様
の

寵
愛
を
受
け
な
が
ら
安
住
し
て
い
る
の
で
は
な
か

ろ
、
っ
か
」

と
切
出
し
た
と
こ
ろ
娘
の
親
た
ち
も
「
娘
が
今
な
お

生
き
て
い
る
よ
う
に
思
っ
て
い
る
」
と
言
う
。
す
る

と
別
の
村
人
が
「
ま
こ
と
に
言
い
に
く
い
こ
と
で
あ

る
が
・
:
」
と
前
置
き
し
て

J
C
ら
わ
れ
た
娘
た
ち
は
今
な
お
神
様
の
お
傍
で

無
事
で
い
る
と
良
い
方
に
解
釈
し
、
毎
年
初
午
の

日
に
人
身
御
供
を
い
た
し
ま
す
と
神
様
に
誓
い
を

立
て
て
、
娘
を
差
し
出
す
こ
と
に
決
め
て
は
ど
う

だ
ろ
、
っ
か
」

と
申
し
入
れ
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
も
論
議
が
百
出
し
た

が
、
か
と
い
っ
て
全
員
村
を
離
れ
て
も
行
先
は
な
し
、

怪
物
に
掻
き
廻
さ
れ
て
村
の
つ
ぶ
れ
る
の
を
待
つ
訳

に
も
い
か
ん
と
詰
め
の
論
議
に
傾
き
、
人
身
御
供
の

件
は
賛
成
多
数
で
決
ま
り
、
奉
納
の
順
番
は
く
じ
引

き
と
い
う
こ
と
で
翌
年
か
ら
実
行
す
る
こ
と
に
決
定

し
た
。
さ
し
当
た
り
今
年
は
村
一
番
の
長
者
で
あ
る

庄
屋
の
源
右
衛
門
が
当
番
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
か
ら
思
わ
ず
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
一
同
は
、
あ
ま
り
に

の
庄
屋
一
家
は
毎
日
身
の
細
る
思
い
で
過
し
て
い
た
。
も
健
気
な
娘
の
別
れ
の
言
葉
に
ワ
ァ
ワ
ァ
と
泣
き
始

月
日
の
過
ぎ
る
の
は
早
い
も
の
で
、
初
午
が
い
よ
め
た
の
で
あ
る
。

い
よ
明
日
と
迫
っ
た
の
で
、
庄
屋
で
は
朝
早
く
か
ら
そ
の
と
き
、
玄
関
脇
に
い
た
女
が
一
人
の
武
士
が

親
類
縁
者
、
知
人
そ
し
て
村
人
達
大
ぜ
い
が
訪
れ
て
訪
ね
て
来
た
こ
と
を
庄
屋
の
源
右
兵
衛
に
知
ら
せ
に

ご
っ
た
返
し
の
う
ち
に
そ
の
日
も
夕
暮
れ
に
な
る
と
、
来
た
の
で
、
直
ち
に
玄
関
ま
で
出
て
「
私
が
こ
の
家
の

を
の
，
。
刊
レ

一
層
寂
し
さ
が
漂
い
最
後
の
別
れ
の
宴
が
開
か
れ
た
。
主
人
で
す
が
・
:
」
と
言
葉
を
か
け
る
と
、
旅
の
侍
は

い
よ
い
よ
明
日
は
人
身
御
供
と
覚
悟
し
て
い
る
娘
「
拙
者
は
武
芸
修
行
の
た
め
諸
国
を
旅
し
て
い
る

は
、
別
れ
の
あ
い
さ
つ
を
静
か
な
口
調
で
始
め
た
。
山
中
鹿
之
助
と
申
す
若
者
で
あ
る
が
、
こ
の
先
の

「
父
上
様
母
上
様
、
し
ば
ら
く
で
し
た
が
可
愛
が
在
所
で
力
競
べ
を
し
て
い
る
数
人
の
元
気
者
と
話

っ
て
頂
き
ほ
ん
と
う
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
し
合
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
当
地
で
は
初
午
に
人
身

親
戚
の
皆
さ
ん
や
村
の
方
々
に
は
何
か
と
お
世
話
御
供
と
称
し
て
若
い
娘
を
奉
納
す
る
と
か
、
そ
の

に
な
る
や
ら
、
可
愛
が
っ
て
頂
く
や
ら
毎
日
を
楽
日
も
明
日
だ
と
聞
い
た
の
で
急
い
で
参
っ
た
次
第

し
く
過
し
て
参
り
ま
し
た
の
も
皆
さ
ん
の
お
蔭
と

存
じ
、
心
か
ら
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
私
は
今
日

ま
で
人
間
と
し
て
生
ま
れ
た
こ
と
を
感
謝
し
て
お

り
ま
す
。
短
い
あ
い
だ
で
皆
き
ん
と
お
別
れ
す
る

こ
と
は
寂
し
く
思
い
ま
す
。
両
親
は
じ
め
皆
さ
ん

方
に
ご
思
返
し
も
せ
ず
に
旅
立
つ
こ
と
を
心
苦
し

く
思
っ
て
い
ま
す
。
も
し
私
が
神
様
の
お
傍
で
過

さ
せ
て
頂
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
ら
、
ご
恩
返
し

に
皆
さ
ん
方
が
毎
日
毎
町
達
者
で
、
し
あ
わ
せ
に

過
さ
れ
ま
す
よ
う
お
祈
り
い
た
し
ま
す
」
と
。

で
あ
る
し

と
来
意
を
告
げ
た
か
ら
源
右
衛
門
は
早
速
奥
座
敷
に

案
内
し
て
、
人
身
御
供
に
つ
い
て
詳
細
に
説
明
す
る

こ
と
に
し
た
。

源
右
衛
門
の
話
を
聞
き
終
っ
た
侍
は

「
神
様
が
人
身
を
求
む
る
な
ん
て
こ
と
は
な
い
。

そ
れ
は
何
か
怪
物
の
仕
業
と
考
え
る
か
ら
、
拙
者

に
人
身
御
供
の
娘
役
を
任
せ
て
く
れ
ぬ
か
、
必
ず

怪
物
の
正
体
を
見
届
け
て
参
ら
す
し
と
断
言
し
た

の
で
、
源
右
衛
門
は
村
の
者
と
相
談
し
ま
す
と
言
つ
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て
台
所
に
待
っ
て
い
る
村
の
衆
に
伝
え
る
と
、
誰
ひ

と
り
異
議
を
申
し
出
る
者
は
な
く
「
万
事
お
任
せ
し

ま
す
か
ら
ど
う
か
私
ど
も
を
お
助
け
下
さ
い
」
と
い

う
こ
と
で
、
侍
に
お
願
い
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

侍
は
村
の
衆
が
承
知
し
た
の
で
、
二
応
念
の
為
氏

神
さ
ん
の
境
内
を
下
見
し
て
お
こ
う
と
、
主
人
に
案

内
さ
せ
て
稲
荷
神
社
へ
と
向
か
っ
た
。
庄
屋
の
家
に

一
反
っ
た
侍
は
、
夕
食
を
す
ま
せ
た
あ
と
怪
物
退
治
の

段
取
り
を
考
え
な
が
ら
時
間
を
過
し
た
。
や
が
て
真

夜
中
が
近
づ
く
と
、
侍
は
娘
の
姿
に
変
装
し
て
金
植

の
中
に
入
り
、
お
供
え
物
と
と
も
に
腰
元
(
母
役
)

並
び
に
御
供
担
に
よ
っ
て
稲
荷
神
社
の
本
殿
に
納
め

る
と
、
一
同
は
正
面
に
向
か
っ
て
拝
礼
し
て
退
出
し

た。
金
植
の
中
に
潜
ん
で
い
る
侍
は
、
怪
物
は
護
身
の

た
め
林
に
マ
ツ
ヤ
一
一
、
ャ
7

ウ
ル
シ
な
ど
を
塗
っ
て

槍
も
太
万
も
通
じ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
と
聞
い
て

い
る
の
で
、
目
ざ
す
急
所
は
脇
腹
か
ら
心
臓
を
狙
う

べ
く
作
戦
を
立
て
て
い
た
。

し
ん
し
ん
と
夜
は
ふ
け
て
一
時
は
水
の
流
れ
も
止

ま
る
と
言
わ
れ
る
丑
の
刻
、
境
内
に
敷
き
つ
め
で
あ

る
玉
砂
利
を
ザ
ク
ザ
ク
と
踏
み
し
め
て
進
ん
で
来
る

怪
物
の
足
音
が
金
権
の
近
く
で
止
ま
っ
た
。
金
橿
は

卓也

フ何

回

稲
荷
神
社
の
初
午
祭

荒
縄
で
括
つ
で
あ
る
の
で
、
怪
物
は
舌
で
唇
を
な
め

な
が
ら
ニ
タ
リ
と
笑
う
。
す
ば
や
く
歯
で
荒
縄
を
噛

み
切
っ
て
い
る
音
が
聞
こ
え
る
。
侍
は
エ
イ
ツ
と
身

構
え
て
い
る
と
、
怪
物
は
金
植
に
乗
り
か
か
る
よ
う

に
し
て
蓋
を
向
か
う
側
に
押
し
開
け
た
。
そ
の
瞬
間

侍
は
全
身
の
力
を
ふ
る
っ
て
怪
物
の
脇
腹
へ
一
万
深

く
刺
し
込
ん
だ
。
ギ
ャ
ア
!
と
頓
狂
な
声
を
出
し
て

飛
ぴ
去
る
怪
物
を
侍
は
す
か
さ
ず
追
い
か
け
た
が
暗

閣
で
見
届
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
手
答
え
は
充
分
あ
っ

た
し
、
怪
物
の
返
り
血
を
浴
ぴ
た
こ
と
な
ど
も
考
え

合
わ
せ
て
、
目
的
は
果
た
し
た
と
一
応
確
信
し
て
庄

屋
の
家
に
一
反
り
、
源
右
衛
門
一
家
に
事
の
次
第
を
告

げ
て
夜
の
明
け
る
の
を
待
つ
こ
と
に
し
た
。

や
が
て
そ
の
う
ち
に
東
の
空
が
明
る
く
な
り
始
め

た
の
で
、
侍
は
源
右
衛
門
に
怪
物
の
正
体
を
確
か
め

に
行
こ
う
と
促
し
て
稲
荷
神
社
へ
と
向
か
っ
た
。
本

殿
並
ぴ
に
金
橿
に
は
何
ケ
所
か
怪
物
の
血
で
黒
ず
ん

で
い
る
。
さ
ら
に
怪
物
の
逃
げ
去
っ
た
跡
に
は
点
点

と
血
の
固
ま
り
が
落
ち
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
た
ど

っ
て
行
く
と
約
二
丁
ほ
ど
の
所
に
大
き
な
椎
の
古
木

が
あ
り
、
根
元
に
大
き
な
穴
が
あ
っ
て
そ
の
入
口
に

目
玉
を
む
き
出
し
、
大
口
を
開
け
て
死
ん
で
い
る
怪

物
を
発
見
し
た
。
怪
物
は
大
人
ぐ
ら
い
の
頭
の
毛
が

白
っ
ぽ
く
、
体
じ
ゅ
う
白
褐
色
の
毛
に
覆
わ
れ
た
ヒ

ヒ
ザ
ル
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
の
で
あ
る
。

庄
屋
の
家
で
は
娘
の
命
拾
い
と
村
中
の
大
厄
払
い

と
い
う
こ
と
で
、
座
敷
の
正
面
に
侍
の
席
を
設
け
村

役
そ
の
他
一
同
が
そ
れ
ぞ
れ
着
座
す
る
と
、
源
右
衛

門
は
威
儀
を
正
し
て

「
こ
の
度
は
わ
が
家
に
降
り
か
か
る
大
災
難
を
お

救
い
頂
き
、
ま
こ
と
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
な

お
村
に
お
き
ま
し
で
も
怪
物
を
退
治
し
て
頂
い
た
の

で
、
今
日
か
ら
は
枕
を
高
く
し
て
寝
む
こ
と
が
で
き

ま
す
。
再
び
安
穏
な
村
に
取
り
戻
し
て
下
さ
い
ま
し

た
お
侍
様
こ
そ
当
村
の
守
り
神
で
す
か
ら
、
ど
う
か

末
長
く
こ
の
村
に
ご
逗
留
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

ま
た
、
村
の
衆
に
申
し
ま
す
が
気
の
毒
な
こ
と
に

命
を
失
っ
た
娘
さ
ん
が
居
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
人
た

ち
の
霊
を
慰
め
る
た
め
に
も
今
後
末
長
く
祭
り
ご
と

と
し
て
残
し
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
ご
賛
成
賜
り

た
い
と
存
じ
ま
す
」
と
申
し
出
た
。

さ
ら
に
「
今
日
か
ら
=
一
日
間
は
私
の
方
で
食
事
一

切
引
受
け
さ
せ
て
頂
き
ま
す
か
ら
、
腹
い
っ
ぱ
い
食

べ
た
り
飲
ん
だ
り
思
い
切
り
楽
し
く
お
過
し
く
だ
さ

い
」
と
お
礼
の
あ
い
さ
つ
を
述
べ
た
。
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そ
れ
か
ら
三
日
目
、
侍
は
庄
屋
は
じ
め
村
の
衆
が

引
き
止
め
る
の
を
辞
退
し
て

「
拙
者
の
っ
と
め
も
終
っ
た
こ
と
で
あ
る
し
、
先

を
急
ぐ
用
事
も
あ
る
か
ら
こ
れ
に
て
失
礼
す
る
」
と

き
ロ
っ
て
、
お
礼
の
銭
別
も
固
辞
し
名
残
り
を
惜
し
む

村
の
衆
に
見
送
ら
れ
て
、
再
び
修
行
の
旅
に
出
た
の

で
あ
る
。

#
一
担
の
儀
を
終
る
。
そ
し
て
宮
帳
に
登
載
さ
れ
て
順
位

が
決
定
す
る
。
こ
の
登
載
順
位
に
よ
り
前
年
に
当
受

け
を
し
た
人
が
今
年
の
初
午
行
事
を
行
う
こ
と
に
な

マ。三
初
午
祭
の
遺
習

庄
屋
源
右
衛
門
が
人
身
御
供
の
霊
を
慰
め
る
こ
と

と
、
怪
物
を
退
治
し
た
こ
と
を
起
縁
に
お
把
り
す
る

こ
烏
帽
子
着
の
儀
と
当
番
の
順
位
こ
と
を
誓
約
し
て
、
そ
の
後
御
供
祭
は
毎
年
続
け
て

山
区
に
は
む
か
し
か
ら
稲
荷
神
社
の
氏
子
中
に
二
行
わ
れ
て
来
た
。
古
い
時
代
の
記
録
は
分
ら
な
い
が

十
人
衆
と
言
う
宮
座
二
十
戸
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
『
敦
賀
郡
神
社
誌
』
に
は
特
殊
神
事
と
し
て
そ
の
大

こ
の
二
十
人
衆
が
稲
荷
神
社
の
一
切
の
事
を
処
理
し
、
要
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
な
お
そ
の
内
容
に
つ
い
て

祭
典
の
奉
仕
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
二
十
人
は
昭
和
四
十
四
年
十
一
月
発
行
の
本
誌
第
一
四
巻
第

衆
の
頭
は
一
老
と
呼
ば
れ
絶
対
の
権
限
を
持
っ
て
い
五
号
(
通
巻
七
八
号
)
に
斉
藤
槻
堂
氏
が
「
若
越
に

る

。

お

け

る

人

身

御

供

考

」

の

中

に

、

初

午

祭

と

し

て

紹

介
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
当
区
の
故
山
田
孫
兵
衛
さ
ん
が
昔
か
ら

の
言
い
伝
え
聞
き
伝
え
を
基
に
し
て
、
ま
と
め
ら
れ

た
寸
山
初
午
祭
起
原
の
語
」
に
詳
じ
く
記
さ
れ
て
い

る
古
式
ど
お
り
の
方
法
を
紹
介
す
る
。
但
し
祭
り
の

呼
称
に
つ
い
て
は
『
神
社
誌
』
に
は
御
供
祭
と
記
さ

れ
て
い
る
が
、
復
活
後
は
旧
二
月
の
初
午
の
日
に
行

わ
れ
る
こ
と
か
ら
初
午
祭
と
称
し
て
い
る
の
で
、
以

下
こ
れ
に
従
う
予
」
と
に
す
る
。

二
十
人
衆
へ
の
仲
間
入
り
は
、
一
月
十
日
の
宮
の

お
こ
な
い

行
と
初
午
当
日
の
年
二
回
烏
帽
子
着
の
儀
と
し
て

行
わ
れ
る
。
ま
ず
登
録
希
望
者
(
資
格
者
)
が
親
ま

た
は
身
元
引
受
人
に
伴
わ
れ
て
坐
席
に
着
き
「
某
の

枠
某
が
烏
帽
子
着
を
致
し
と
う
存
じ
ま
す
」
と
願
い

出
る
と
、
こ
れ
を
受
け
て
二
十
人
衆
の
頭
が
こ
の
次

第
を
着
座
者
に
伝
え
、
適
格
者
(
確
か
に
件
、
養
子
、

婿
養
子
等
で
家
を
継
ぐ
者
)
で
あ
る
と
認
め
る
と
、

三
」
こ
へ
」
と
呼
び
寄
せ
大
盃
を
交
わ
し
て
烏
帽
子

初
午
祭
ま
今
年
の
当
番
に
当
た
っ
た
家
で
は
、

で
の
準
備
春
の
初
め
か
ら
準
備
に
取
り
か
か
る
。

ま
ず
宮
田
の
荒
起
こ
し
か
ら
田
植
え
、
草
取
り
、
刈

取
り
ま
で
一
切
が
お
祭
り
仕
事
で
、
そ
の
間
親
戚
、

友
人
、
村
人
の
協
力
で
進
め
ら
れ
る
。
月
日
が
過
ぎ

て
十
二
月
に
な
る
と
、
身
欠
き
ニ
シ
ン
一
梱
を
干
物

問
屋
か
ら
買
い
込
ん
で
、
そ
れ
を
親
戚
の
女
た
ち
に

頼
ん
で
一
本
一
本
水
洗
い
し
て
か
ら
水
を
切
っ
て
、

椛
漬
(
ニ
シ
ン
の
す
し
)
に
し
て
お
く
。

家
で
の
準
備
は
、
親
戚
、
友
人
の
協
力
を
得
て
新

年
早
早
大
掃
除
や
片
付
け
に
忙
し
い
日
日
を
お
く
る
。

初
午
一
週
間
前
に
な
る
と
、
酒
曳
と
称
し
て
大
八

車
二
台
を
大
ぜ
い
が
曳
い
て
、
敦
賀
の
町
の
造
り
酒

屋
・
備
前
屋
へ
赴
き
、
当
主
が
「
山
村
か
ら
酒
曳
に

参
り
ま
し
た
し
と
告
げ
る
と
、
例
に
よ
っ
て
酒
屋
の

庭
に
お
い
て
腰
掛
け
て
利
酒
を
頂
戴
す
る
。
ホ
ロ
酔

い
気
分
に
な
っ
て
帰
り
は
五
斗
ぐ
ら
い
の
酒
樽
を
大

八
車
に
積
ん
で
、
鼻
歌
を
歌
い
な
が
ら
二
里
半
余
り

の
道
中
を
山
村
へ
と
帰
る
。

初
午
祭
の
前
日
、
お
宮
か
ら
当
番
の
家
へ
「
明
日

の
品
物
を
届
け
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
連
絡
が
届
く
。

お
宮
で
は
届
け
ら
れ
た
品
物
で
二
十

人
衆
並
び
に
村
人
衆
の
賠
い
に
使
う
。

納
品
目
録
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精

米

四

斗

一

精

酒

四

斗

八

升

浴

ぴ

て

身

を

清

め

る

。

味

噌

五

貫

一

薪

一

O
把
娘
、
腰
元
は
当
番
の
家
に
残
る
が
、
男
の
八
名
は

炭

一

俵

一

茶

半

斤

祝

酒

を

戴

き

、

別

当

の

家

に

一

戻

っ

て

参

龍

潔

斉

す

る

雑

魚

百

匁

一

鮮

魚

一

尾

こ

と

に

な

っ

て

い

る

。

塩

一

A
A
口

一

野

菜

一

盛

早

暁

四

時

ご

ろ

か

ら

朝

時

の

手

に

初
午
祭
の
日

鏡

餅

一

飾

一

豆

腐

一

O
丁

よ

っ

て

、

ご

飯

、

汁

な

ど

を

煮

る

神
主
の
賄
物
:
:
:
二
重
箱
、
折
詰
一
箱
準
備
に
か
か
る
。
二
十
人
衆
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
八

神

主

御

礼

:

:

:

金

一

封

人

の

御

供

担

は

、

黒

河

川

に

入

り

冷

水

で

身

を

清

め

初
午
の
前
夜
は
午
後
七
時
ご
ろ
、
朝
時
る
(
こ
れ
を
垢
離
掻
き
と
い
う
)
。
水
を
浴
び
た
御

前
夜
祭

(
賄
い
方
の
こ
と
)
衆
の
主
催
で
若
い
供
担
は
焚
火
で
仕
掛
を
温
め
、
衣
類
を
ま
と
い
神
殿
に

元
気
者
が
十
名
ほ
ど
、
肩
一
を
組
ん
で
首
を
突
合
わ
せ
参
る
。
そ
の
あ
と
夜
の
明
け
る
ま
で
酒
を
飲
み
な
が

気
合
の
入
っ
た
と
こ
ろ
で
一
人
の
若
者
が
摺
り
鉢
ら
伊
勢
音
頭
な
ど
大
声
で
歌
う
。

に
味
噌
、
香
料
の
混
ぜ
た
も
の
を
入
れ
て
飛
ぴ
込
ん
各
自
の
服
装
は
自
足
袋
に
黒
脚
杵
を
着
け
、
白
緒

で
く
る
。
そ
し
て
摺
り
始
め
る
と
こ
れ
を
奪
わ
ん
と
の
草
履
を
履
い
て
、
稲
荷
神
社
の
鳥
居
の
前
ま
で
迎

す
る
村
の
衆
と
競
い
合
い
が
始
ま
る
。
何
分
酒
が
入
え
に
出
る
。
持
ち
物
は
金
橿
と
称
す
る
絵
製
の
大
き

り
い
き
り
立
ち
て
い
る
か
ら
喧
嘩
に
な
る
こ
と
が
多
な
曲
物
植
の
中
に
、
昆
布
(
長
き
二
寸
、
巾
一
寸
ぐ

い
。
摺
り
鉢
を
無
事
に
控
え
所
(
別
当
の
家
)
に
持
ら
い
)
を
丸
く
巻
い
た
も
の
、
蕨
(
長
さ
一
寸
あ
ま

ち
帰
る
と
朝
時
の
勝
ち
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
り
)
数
十
本
を
束
ね
た
も
の
二
把
と
神
酒
お
よ
び
木

一
方
、
当
番
の
家
で
は
前
日
か
ら
お
宮
に
籍
の
な
椀
に
赤
蒸
し
を
廻
し
盛
り
に
し
て
、
折
敷
に
の
せ
た

い
大
ぜ
い
が
詰
め
か
け
て
、
宵
祭
と
称
し
て
酒
を
飲
も
の
を
入
れ
て
お
く
。
そ
れ
を
白
麻
幕
で
張
り
め
ぐ

ん

で

い

る

。

ら

し

四

人

が

担

ぐ

。

あ

と

の

四

人

の

う

ち

二

人

は

道

当
日
招
か
れ
る
御
供
担
八
名
を
は
じ
め
人
身
御
供
聞
き
と
称
し
て
先
導
に
、
他
の
二
人
は
後
押
し
と
呼

の
娘
、
母
親
代
り
に
選
ば
れ
た
腰
元
は
、
新
風
呂
を
ん
で
後
方
に
続
く
。

柴
田

稲
荷
神
社
の
初
午
祭

境
内
で
は
老
若
男
女
の
参
拝
者
が
大
ぜ
い
詰
め
か

け
、
と
り
わ
け
若
い
娘
や
お
嫁
さ
ん
た
ち
に
は
毎
年

の
こ
と
な
が
ら
衣
裳
競
べ
と
あ
っ
て
張
り
切
っ
て
い

マ
令
。

鳥
居
の
前
に
勢
揃
い
し
た
行
列
の
金
植
の
幕
の
内

に
は
縮
緬
の
打
掛
け
を
着
け
た
人
身
御
供
の
女
の
子

と
、
一
張
羅
の
晴
衣
を
着
け
た
腰
元
と
称
す
る
母
親

代
り
の
女
が
、
八
人
衆
に
守
ら
れ
な
が
ら
社
務
所
か

ら
本
殿
へ
と
向
か
う
。

神
前
に
参
進
し
て
橿
内
の
供
え
物
を
献
じ
、
五
穀

豊
穣
と
無
病
息
災
を
祈
願
す
る
。
人
身
御
供
の
女
の

子
と
と
も
に
一
同
が
拝
礼
し
て
神
事
を
終
る
。

そ
の
あ
と
、
腰
元
や
女
の
子
お
よ
び
二
十
人
衆
が

遥
拝
所
に
下
り
て
着
坐
す
る
と
、
八
人
衆
が
代
る
代

る
大
声
を
あ
げ
な
が
ら
余
興
を
と
り
入
れ
る
。
そ
し

て
供
え
て
お
い
た
赤
蒸
(
赤
飯
の
類
)
で
小
さ
な
握

り
飯
を
多
数
作
り
、
大
き
な
飯
植
に
入
れ
て
荒
蓬
で

お
お
い
、
中
央
を
荒
縄
で
く
く
り
二
名
ず
つ
が
担
ぎ

込
ん
で
、
参
拝
の
群
衆
に
与
え
る
の
を
わ
れ
先
に
と

も
ら
い
受
け
る
の
で
あ
る
。

大
役
を
果
た
し
た
八
人
衆
は
、
二
十
人
衆
そ
の
他

関
係
者
と
と
も
に
直
会
に
出
席
す
る
。
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あ
と
が
き

は
じ
め
に
断
っ
た
よ
う
に
、
初
午
祭
の
起
源
と
か

前
日
ま
で
の
準
備
に
つ
い
て
は
、
一
応
古
式
の
ま
ま

に
記
し
た
つ
も
り
で
あ
る
が
、
時
代
の
変
遷
、
区
内

の
事
情
な
ど
に
よ
っ
て
か
な
り
大
き
く
変
り
つ
つ
あ

和
五
十
三
年
、
区
内
の
有
志
に
よ
り
復
活
し
て
か
ら

は
本
来
の
筋
道
を
し
っ
か
り
と
守
り
、
村
お
こ
し
の

一
環
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
評
価
す
べ
き

で
あ
る
。
(

る
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
当
番
宅
で
の
賄
い
事

は
多
額
の
経
費
を
要
す
る
か
ら
一
切
行
わ
な
い
と
か
、

黒
河
川
で
の
水
垢
離
は
護
岸
工
事
で
飛
び
込
め
な
い

の
で
、
別
当
の
家
の
前
の
清
水
を
堰
き
止
め
て
身
を

清
め
る
こ
と
な
ど
か
な
り
簡
略
さ
れ
て
い
る
が
、
昭
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