
第
8
章一

祭・
年
中
行
事・
婚
礼・
葬
儀

冠
婚
葬
祭
を
は
じ
め
村
落
の
年
中
行
事
と
い
う
も
の
は 、
そ
こ
に
住
む
人
々
の
気
性 、
あ
る
い
は
民

意
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ

て 、
そ
れ
ぞ
れ
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
る。
し
か
し、
残
念
な
が
ら
ど
こ

の
村
落
で
も
こ
こ
二
十
数
年
の
時
代
の
激
変
に
よ
っ

て 、
そ
う
し
た
伝
統
あ
る
催
し
物
は 、
す
で
に
自

然
消
滅
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
り 、
あ
る
い
は
変
形
せ 、ざ
る
を
得
な
く
な
っ

て
い
る。

こ
こ
坂
田
に
も
大
祭
と
い
わ
れ
る
祭
り
が
二
つ
あ
っ
た 。

祭・年中行事・婚礼・葬儀

一
つ
は
新
年
早
々
の一
月
十
二
日
に
行
な
わ
れ
て
い
た
「

浦
祭
り」 。
も
う一
つ
は
中
秋
の
十
月
十
五

日 、
稲
刈
り
が
終
わ
っ
た
後 、
開
催
さ
れ
た
「

坂
田
八
幡
神
社」
の
祭
礼
で
あ
る。

「
浦
祭
り」
は
海
に
生
き
る
者
た
ち 、
そ
れ
も
男
だ
け
の
祭
り 。

秋
の
祭
礼
は 、
老
若
男
女 、
村
あ
げ

て
の
祝
い
目
だ
っ
た 。
け
れ
ど
も
「

浦
祭
り」
は
昭
和
四
十
年
八
月 、
坂
田
漁
業
協
同
組
合
が
漁
業
権

を
放
棄
し
た
と
き
か
ら
自
然
消
滅
し
た 。
海
の
な
い
現
在 、
そ
れ
を
ど
う

懐
か
し
が
っ
た
と
し
て
も 、

も
と
に
戻
り
は
し
な
い
が 、
そ
れ
は
海
を
相
手
に
生
き
る
男
た
ち
の
祭
り
と
あ
っ

て
豪
気
な
も
の
で
あ

第3章

っ
た 。
秋
は
秋
で
「

神
馬」
の
雄
姿
に
村
中
わ
き
に
わ
い
た
の
で
あ
る。
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そ
の
ほ
か
に
も 、
二
月
十
五
日
の
五
穀
豊
穣
を
祈
る
祈
年
祭
と
十一
月
十
五
日
の
収
穫
感
謝
祭
が
あ

る。
そ
こ
に
は
働
き
者
の
坂
田
住
民
の
意
気
と
土
臭
さ
が
交
錯
し、
そ
れ
が
す
な
わ
ち
明
日
へ
の
エ
ネ

ル
ギ
!

の
源
流
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る。

第3編

礼

悠
メ』、

-
浦
祭り

乙
の
祭
り
が
い
つ
の
頃
か
ら
始
め
ら
れ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が 、
祭
り
の
雰
囲
気
は
漁
師
た
ち
の
新

年
会
の
意
味
合
い
が
強
い
と
こ
ろ
か
ら
み
て 、
明
治
十
六
年
に
海
苔
養
殖
が
開
始
さ
れ
た
頃
か 、
そ
れ

と
も
明
治
三
十
年
に
漁
協
が
結
成
さ
れ
た
直
後
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
定
さ
れ
る。
な
ぜ
な
ら 、
そ

れ
以
前
の
坂
田
は
農
山
林
業
が
中
心
で 、
漁
師
は
数
え
る
ほ
ど
し
か
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る。
よ
し

ん
ば
海
の
祭
り
が
あ
っ
た
と
し
て
も 、
そ
れ
は
ご
く

限
ら
れ
た
漁
師
た
ち
だ
け
の
内
祝
い
で
あ
っ
て 、

坂
田
ω
大
祭
な
ど
と
呼
べ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る。

し
た
が
っ
て
村
中
の
者
が
ほ
と
ん
ど
参
加
す
る
形
に
な
っ
た
の
は 、
や
は
り

海
苔
養
殖
が
盛
ん
に
な

り 、
仕
事
が
従
来
の
農
山
林
業
か
ら 、
半
農
半
漁へ
と
生
活
形
態
を一
変
さ
せ
て
か
ら
の
乙
と
と
思
わ

れ
る。
ち
な
み
に
坂
田
漁
協
の
メ
ン
バ
ー

は 、
明
治
三
十
年
の
組
合
発
足
時
七
六
名 、
太
平
洋
戦
争
後 、

分
家
の
加
入
な
ど
も
あ
っ
て一
O
八
名 、
そ
し
て
最
終
的
に
は一一
二一
名
と
なっ
て
い
る。
そ
し
て
「

浦

祭
りL
は
全
員
参
加
が
原
別
で
あ
っ
た 。

坂
田
の
海
に
は
「

海
神」
の
鳥
屈
が
浜
辺
か
ら
お
よ
そ一
0
0
メ
ー
ト

ル
ぐ
ら
い
沖
に
神
々
し
く

建
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/

っ
て
い
た o
「

浦
祭
り」
の
進
行
係
は 、
毎
年
交
代
制
で 、
組
合
員
二一
名
が

メ」当
た
っ
た 。
一
月
と
い
え
ば
坂
田
の
海
は
海
替
の
収
穫
時
期 。
正
月
三
カ
日
も

過
ぎ
れ
ば
組
合
員
た

ち一
そ
れ
ぞ
れ
の
持
ち
場
に
出
か
け
仕
事
を
開
始
し
て
い
る。
そ
し
て
十一
日 、
当
番
た
ち
は
手
わ
け

し
て
鳥
居
の
掃
除
を
行
な
い 、
注
連
縄
を
新
た
に
飾
り

直
す 。
翌
十
二
日
の
祭
礼
の
当
日
は
何
び
と
も

H
当
番H
と
称
し
て
そ
れ

海
に
入っ
て
は
な
ら
な
い
か
ら
だ 。
そ
の
捉
は
厳
し
く 、
見
張
り
さ
え
出
た
ほ
ど
で
あ
っ
た 。

明
け
て
「

浦
祭
り」
の
当
日 。
午
前
十
時
に
な
る
と
指
定
さ
れ
た
浜
辺
に
は
組
合
長 、
役
員 、
そ
し

て
組
合
員
全
員
が
身
を
清
め
て
集
ま
っ
て 、
神
主
を
迎
え
る。
海
上
安
全 、
大
漁
の
祝
詞
を
さ
さ
げ
た

神
主
は
や
が
て
湯
立
て
の
儀
式
を
執
り

行
な
う 。
そ
の
あ
い
だ 、
式
に
出
席
し
た
組
合
員
た
ち
は
神
妙

な
面
も
ち
で
そ
こ
に
侍っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る。

そ
の
日
の
H

当
番H
た
ち
は
忙
し
い 。
な
に
し
ろ
こ
の
祭
り
の
原
則
は
男
だ
け 。
い
っ
さ
い
女
手
を

使
わ
な
い 。
だ
か
ら
H

当
番H
た
ち
は
式
が
終
わ
る
と
す
ぐ 、

皆
よ
り一

足
先
に
宴
会
場
と
な
る
花
の

井
の
漁
業
協
同
組
合
事
務
所へ
足
早
に
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 。
宴
会
の
下
準
備
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
ら
だ 。
前
日
比
買
い
集
め
た
肉
や
野
菜
を
ぶ
ち
込
ん
だ 、
あ
た
か
も

相
撲
の
「

チ
ャ
ン
コ

祭・年中行事・婚礼・葬儀

の
ご
と
き
酒
の
肴
の
煮
付
け 、
続
々
と
運
び
込
ま
れ
る
祝
酒
の
お
畑 。
百
数
十
名
分
の
酒
と
料

理
だ

φ
ら 、
調
理
場
の
当
番
た
ち
は
テ
ン
ヤ
ワ
ン
ヤ
の
騒
ぎ
と
な
る。
酒
な
ど
は
や
か
ん
や
な
べ
ま
で

使っ
て
お
畑
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 。

な
べ」昼

食
分
に
な
る
と
全
員
が
事
務
所
に
や
っ
て
く
る。
組
合
役
員
た
ち
は
浜
辺
か
ら

帰
り 、
事
務
所
の

傍
の
「

水
神
宮
様」
に
参
拝 、
乙
れ
が
終
わ
る
と
宴
会
が
勢
い
よ
く
は
じ
ま
る
の
で
あ
っ
た 。
乙
の
日

「
和L
だ
と
い
う 。
と
に
か
く

無
礼
講
な
の
だ 。

の
主
役
は

へ
た
に
盛
装
な
ど
し
て
行っ
た
も
の
な
ら 、

第3章

帰
り
に
は
み
る
も

無
惨
な
姿
に
変
り
は
て
る
の
で
あ
る。
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さ
し
っ
き
さ
れ
つ
酒
は
酒
を
呼
び 、
宴
は
宴
を
呼
ぶ 。
戦
後
復
興
が
な
っ
た
昭
和
二
十
年
代
後
半
ぐ

ら
い
か
ら
は 、
木
更
津
の
奇
麗
ど
乙
ろ
が
十
数
人
押
し
か
け 、
さ
ら
に
興
を
そ
そ
ぐ 。

坂
田
漁
協
の
組

合
員
た
ち
は
働
き
も
い
い
が
遊
び
か
た
も

豪
快
と
い
う

評
判 。
ど
ん
な
座
敷
に
出
て
い
る
芸
者
た
ち
も 、

第3編

一
声
か
け
る
と
馳
せ
参
じ
て
き
た
と
い
う 。

乙
の
宴
会
に
は
近
隣
の
漁
協
組
合
長
を
招
待
す
る
の
が
慣
わ
し
だ
が 、
身
内
も

客
も一

体
と
な
っ

て

大
騒
ぎ
を
す
る。
三
時
間
も
た
つ
と
宴
も
い
よ
い
よ
終
え
ん
を
迎
え
る
が
「

酔
い
ど
れ
天
使」
た
ち
は

と
て
も
そ
れ
で
お
さ
ま
ら
な
い 。
芸
者
衆
に
手
引
か
せ
て
組
合
員
た
ち
は
ど
っ
と
ば
か
り
に
歓
楽
の
巷

へ
と
く
り
出
す
の
で
あ
っ
た 。

そ
の
日
の
坂
田
の
男
た
ち
の
う
ご
め
き
は 、
一
種
異
様
で
も
あ
り 、

壮
絶
な
も
の
で
あ
っ
た 。

-
秋の
大
祭

坂
田
八
幡
神
社
は
誉
回
別
尊(
応
神
天
皇)
を
肥っ
て
お
り 、

昔
は
十
月
十
七
日
が
恒
例
だ
っ
た 。
だ

が
そ
の
日
は
な
ぜ
か
雨
の
日
が
多
く 、

戦
後
は
八
幡
宮
の
祭
礼
は
通
常
十
月
十
五
日
と
い
う

伝
え
も
あ

り 、
坂
田
も
そ
れ
に
な
ら
い
十
月
十
五
日
を
大
祭
の
日
と
定
め
る
ζ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る。

そ
の
二
日
前
の
十
月
十
三
日
に
は
早
く
も

神
を
迎
え
る
職
立
て
が
行
な
わ
れ 、
神
社
の
境
内
外
の
参

道
は
氏
子
た
ち
の
手
で
掃
き
清
め
ら
れ
る。
臼
の
天
竺
木
綿
の
厚
地
に
太
い
文
字
で
祭
礼
名
が
記
さ
れ

ヱ
い
る
峨
旗
を
な
が
め
て 、
坂
田
の
人
々
は
い
よ
い
よ
秋
祭
り
が
や
っ

て
き
た
と
心
を
と
き
め
か
す
の

で
あ
る。

田
圃
の
稲
穂
は
も
う
ほ
と
ん
ど
刈
り

採
ら
れ 、
つ
い
先
頃
ま
で
黄
金
の
波
の
上
を
元
気
よ
く

飛
び
交

っ
て
い
た
赤
と
ん
ぼ
も

心
な
し
か
淋
し
げ
に
見
え
る
が 、
う
っ

て
か
わ
っ

て
村
人
た
ち
は
も
う
祭
り
の
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当
日
を
脳
裏
に
描
き
浮
か
れ
て
い
る。

秋
の
大
祭
の
イ
ベ
ン
ト

は
「

神
馬」
と
い
う

神
事
と
勇
猛
果
敢
な
「

馬
出
し」
で
あ
っ
た 。
乙
の
習

慣
は
坂
田
だ
け
で
な
く 、

大
和
田 、
人
見 、
中
野
な
ど
乙
の
地
方
の
名
物
に
な
っ

て
い
た
の
で
あ
る。

『
君
津
町
誌』
に
よ
れ
ば
そ
の
起
源
は
「

飯
野(
富
津
市)
の
領
主・
保
科
の
殿
様
の
先
祖
が 、
大
阪
夏

の
障
に
出
陣
し
て
身
に
三
麿
を
受
け
た
が 、
抜
酵
の
手
柄
を
た
て 、
無
事
味
方
の
陣
へ
引
き
あ
げ
た
姿

を 、
そ
の
ま
ま
そ
の
周
辺
の
十
七
カ
村
の
鎮
守
妙
見
様
に
奉
納
し
た
に
始
ま
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る」

と
あ
る。
飯
野
あ
た
り
が
最
も

格
式
ば
っ

て
盛
ん
だ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
み
て
も 、
乙
の
説
に
ほ
ぼ
間
違

い
な
い
と
思
わ
れ
る。

'」 、、，』、
+jふ/
乙
の
周
辺
が
そ
の
昔 、
山
草
緑
地
の
豊
富
な
土
地
柄
で
あ
り 、

良
馬
の
産
地
だ
っ
た
乙
と
も

事
実
で
あ
る。
だ
か
ら
こ
う
い
う

説
も
あ
る。
そ
の
説
に
従
え
ば
時
代
は
遠
く

平
安
時
代
に
ま
で
さ
か

の
ぼ
る。

当
時 、
上
総
介
だ
っ
た
平
忠
頼
(
桓
武
平
氏
の
流
れ
を
く
み 、
別
名
村
岡
次
郎)
は 、
桓
武
平
氏
の

守
護
神
で
あ
る
妙
見
を
い
ま
の
人
見
の
地
に
杷
り

須
恵
の一
角
に
「知昨

砦」
を
築
い
た 。
そ
し
て
現

祭・年中行事・婚礼・葬儀

在
の
人
見
に
あ
る
妙
見
山
の
山
裾
に
は
戦
闘
用
の
馬
の
調
練
所
を
い
く
つ
も

作っ
た 。
己
の
地
が
牧
場

に
適
し
て
い
た
わ
け
だ
が 、
「

馬
込L
と
か
「

牛
込」
と
い
う
地
名
は
そ
乙
か
ら
出
来
し
た
と
い
う 。
坂

固
に
も
「

右
馬
ケ
作L
と
い
う
小
字
名
が
あ
る
け
れ
ど
も 、
そ
の
名
も
ζ
の
流
れ
を
く
ん
で
い
た
ら
し

ぃ 。
そ
し
て 、
そ
こ
か
ら
「

神
馬」
の
儀
式
と
か
「

馬
出
し」
と
い
う

祭
礼
の
催
し
物
が
生
ま
れ
と
い

う
わ
け
で
あ
る。
丸
田
砦
は
大
和
田
山
の
あ
た
り
に
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る。

い
ず
れ
に
し
て
も 、
乙
の
周
辺
で
は
代
々
良
馬
が
産
出
さ
れ
た
の
に
違
い
な
い 。

第3章

さ
て 、
坂
田
八
幡
神
社
の
祭
礼
の
日
で
あ
る。

馬神
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朝
も
九
時
頃
に
な
る
と
坂
田
の
若
い
衆
が
続
々
と
神
社
境
内
に
集
合
し 、
早
く
も

賑
い
は
じ
め
る。

そ
し
て一
O
時 、
い
よ
い
よ
「

神
馬」
の
到
着
だ 。
そ
の
い
で
た
ち
が
ま
た
見
も
の
で
あ
る。

馬
そ
の
も
の
は
野
良
で
働
く

駄
馬
な
の
だ
が 、
何
日
間
も
か
け
て
洗
い
清
め
た
た
め
に
栗
毛
は
輝
く

第3編

ば
か
り 。
そ
の
背
中
に
は
色
合
い
も

鮮
や
か
な
二
枚
の
座
布
団
が
乗
せ
ら
れ 、
口
の
周
辺
に
は
ま
っ
白

な
晒
が
結
ぼ
れ
て
い
る。
た
て
が
み
は
丹
念
に
編
ま
れ
て
左
右
に
分
か
れ
て
い
る。

お
供
は
五
人 。
「

神
馬」
は
乙
の
五
人
の
お
供
に
導
か
れ
静
々
と
神
社
境
内
に
登
る。
秋
の
大
祭
は
こ

の
と
き
か
ら
始
ま
る
の
だ 。
は
や
し
の
笛
太
鼓
が
鳴
り
ひ
ぴ
く 。

一
二
尺一
二
節
の
太
竹
二
本
を
結
束

し
て
祝
魚
二
尾
が
吊
る
さ
れ
た
「
お
振
り」
が
鳥
居
前
で
さ
ん
ざ
ん
も
ま
れ
て
か
ら
石
段
を
登
っ
て
く

る。
「
お
振
り」
は
海
上
安
全 、
豊
漁
を
祈
願
す
る
意
味
が
あ
り 、
そ
れ
が
三
対
か
つ
き
あ
げ
ら
れ
る。

ま
ず一
対
を
神
殿
に 、
も
う一

対
を
「

神
馬」
に 、
そ
し
て
残
り
の一
対
を
神
輿
に
と 、
そ
れ
ぞ
れ
に
授

け
ら
れ
る
の
で
あ
る。

続
い
て
豊
作
を
祈
る
米 、
餅、
酒 、
海
山
の
珍
物
が
供
え
ら
れ 、
参
列
者
の
代
表
が
玉
串
を
捧
げ
終

わ
る
と 、
ひ
と
ま
ず
神
殿
で
の
儀
式
が
終
了
す
る。

そ
れ
か
ら
が
民
衆
の
活
躍
だ 。

ま
ず
若
い
衆
が
米
六
俵
分、
お
よ
そ
三
六
0
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
神
輿
を
か
つ
ぎ
出
す 。
臼
嬬
紳 、
臼
足

袋 、
黄
色
の
鉢
巻
を
き
り
り
と
結
び 、
境
内
か
ら
か
つ
ぎ
出
す 。
そ
れ
か
ら

寺
家
坂
で
の
「

御
旅
所
の

儀
式」 。
寺
家
坂
は
い
ま
の
君
津
高
校
の
東
側
土
手
下
に
あ
り 、
乙
ζ
に
は
樹
齢
六
O
有
余
年
の
形
の
よ
い

松
の
木
が
あ
る。
そ
の
松
の
木
に
は
前
日
か
ら
注
連
飾
り
が
し
て
あ
り 、

神
主
が
祝
詞
を
あ
げ 、
神
輿

は
小
休
止
す
る。

一
万 、
「

馬
出
し」
で
あ
る。
神
輿
が
境
内
を
出
る
の
と一
緒
に
「

神
馬」
も

神
殿
を
離
れ
る。
鮮
か
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口
に
結
ぼ
れ
た
晒ι
は
気
付

け
の
た
め
の
梅
干
が
ひ
そ
ま
せ
で
あ
る。
大
鳥
居
の
前
で
神
輿
が
ひ
と
し
き
り
も
ま
れ
る
と 、

そ
の
後 、

に
色
ど
ら
れ
た
背
中
の
座
布
団
の
上
に
は
御
幣
が
十
文
字
に
か
け
ら
れ 、

「
馬
出
し」
が
開
催
さ
れ
る
わ
け
だ 。

い
つ
も
田
代
屋
の
前
が
出
し
口
と
な
っ
た 。
そ
こ
か
ら
東へ
の
村
道 、
直
線コ
l

ス
約
二
O
O
メ
l

ト
ル
が
馬
場
と
な
る。
当
時
そ
の
周
辺
は一
面
が
田
畑
で
あ
り 、

稲
刈
り
の
終
わ
っ
た
そ
こ
ら
は 、
格

好
の
見
物
席
と
な
っ
て
い
る。
出
し
口
に
は
二
O
頭
余
り
の
馬
が
ス
タ
ー
ト
を
目
前
に
し
て
し
き
り
に

鼻
孔
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
は 、
い
な
な
い
て
い
る。
近
隣
部
落
の
招
待
馬
も
あ
り 、

彼
ら
は「
ア
ブ」
と
呼

ば
れ
る
お
供
の
人
々
に
励
ま
さ
れ
て
い
る。
「
ア
ブ」
と
い
う
の
は
牛
馬
に
と
ま
る
虻
を
も
じ
っ
た
呼
び

方
だ
が 、
一
頭
の
招
待
馬
に一
O
人
も
つ
き
そ
っ
て
い
る
の
だ
か
ら 、
そ
の
人
気
の
ほ
ど
が
う
か
が
え

る「
家
を
出
る
と
き
マ
ム
シ
の
キ
モ
を
飲
ま
せ
て
き
た
ん
だ」

「ビ
!

ル
を
飲
ま
せ
て
き
た
か
ら
大
丈
夫
だ」

な
ど
と
「
ア
ブ」
た
ち
は
い
い
合
い 、
大
変
な
賑
い
と
な
っ
て
い
る。
に
わ
か
見
物
席
の
田
畑
に
は 、

祭・年中行事・婚礼・葬儀

近
隣
か
ら
の
老
若
男
女
や
そ
の
「
ア
ブ」
た
ち
が
障
を
と
り 、
さ
し
ず
め
「

馬
自
慢
大
会」
の
様
相
を

呈
す
る
の
で
あ
っ
た 。

「
馬
出
し」
は
競
馬
で
は
な
い 。
要
す
る
に
興
奮
し
た
馬
に一
人
か
二
人
の
男
が
し
が
み
つ
く
よ
う
に

し
て
荒
々
し
く
そ
の
コ
l

ス
を
走
る
だ
け
で
あ
る。

ま
ず
「

神
馬」
が
馬
場
に
出
て
模
範
の
疾
走 。
そ
の
後
は
次
か
ら
次へ
と
各
馬
が
走
り
出
す 。
見
も

の
は
馬
だ
け
で
な
い 。
そ
れ
と一
緒
に
走
る
男
た
ち
の
手
綱
さ
ば
き 、
ち
ょ
っ
と
で
も

油
断
を
し
よ
う

第3章

も
の
な
ら
振
り

飛
ば
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら 、
男
た
ち
の
面
相
は
真
剣
そ
の
も
の
で
あ
る。
右
手
で
た
て
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が
み
を
つ
か
み
な
が
ら
走
る
「

内」 。
左
手
で
馬
に
し
が
み
つ
い
て
走
る
「
と
で」 。
「

内」
と
「
と
で」

と
そ
し
て
「

馬」
の
三
位一
体
の
呼
吸
乙
そ
が
見
せ
場
な
の
で
あ
る。

見
物
席
の
田
畑
に
は
い
も
や
落
花
生
が
植
え
で
あっ
た 。
稲
を
束
ね
た
お
だ
が
け
は 、
あ
た
か
も

安
全

第3編

ベ
ル
ト

の
よ
う
に
土
手
状
と
な
り 、
お
よ
そ
三
O
O
名
ぐ
ら
い
の
見
物
者
た
ち
は
仕
立
て
お
ろ
し
の
セ

ル
の
着
物
に
下
駄
の
い
で
た
ち
で 、
そ
れ
ぞ
れ
に
ど
よ
め
き
あ
っ
て
い
る。
拍
手
を
す
る
者 、
馬
の
品

定
め
を
す
る
者 、
馬
場一
帯
は
興
奮
の
渦
の
な
か
に
あ
っ
た 。

「
馬
出
し」
は
境
内
の
前
と
寺
家
坂
の
二
カ
所
で
行
な
わ
れ
た
が 、
そ
の
秋
の
風
物
詩
は 、
い
ま
も

坂

田
の
人
々
の
験
に
焼
き
つ
い
て
離
れ
な
い 。

寺
家
坂
で一
休
止
し
て
い
た
神
輿
は
再
び
動
き
は
じ
め
る。
そ
の
坂
道
を
お
り
て
本
名
輪
を
ね
り

歩

き 、
今
度
は
坂
田
の
海へ
と
く
り
出
す 。
中
秋
の
海
は
も
う
冷
え
冷
え
と
し
て
い
る。
潮
風
も
ほ
ほ
に

冷
た
い 。
し
か
し、
神
輿
を
か
つ
ぐ

若
者
た
ち
の
肉
体
は
ほ
て
り
に
ほ
て
っ
て
湯
気
さ
え
出
し
て
い
る。

神
輿
は
も
み
に
も
ま
れ
て
小
踊
り
し
て
い
た 。

や
が
て
海
を
離
れ 、
神
輿
は
現
在
の
県
道
に
出
て
漁
協
組
合
事
務
所
(
現
在
の
青
年
館)
に
戻
り 、

そ
し
で
町
道
に
入
る
の
だ 。
そ
の
は
ず
れ
の
明
石
醤
油
屋
で
は
す
で
に
接
待
の
準
備
が
整
え
ら
れ
て
い

る。
若
者
た
ち
は
庭
先
に
神
輿
を
安
置
す
る
と 、
よ
ろ
乙
び
い
さ
ん
で
ご
馳
走
に
あ
り
つ
く
の
で
あ
っ

た 。
そ
の
あ
と
神
輿
は
町
道
を
ね
り

歩
き 、
八
幡
神
社へ
と
帰っ
て
く
る。
も
う
陽
は
西
の
端
に
落
ち

て
い
た 。
神
社へ
戻
る
と
神
輿
は
細
提
灯
に
灯
り
を
と
も
し
神
殿
に
奉
納
さ
れ
る。

寸
神
馬」
「

馬
出
し」
そ
し
て
「

神
輿」 。
人
々
は
ま
だ
興
奮
か
ら
さ
め
る
乙
と
な
く
家
路
に
向
か
う 。

各
家
庭
で
は
親
類
の
者
た
ち
が
祝
い
に
き
て
お
り 、
す
で
に
酒
宴
の
ま
っ

最
中。「
馬
出
し」
の
た
め
に

近
隣
の
部
落
か
ら
馬
を
招
待
し
た
家
で
は 、
例
の
「
ア
ブ」
た
ち
に
ふ
る
ま
い
酒
を
出
し、
そ
の
庭
先
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で
の
宴
も
ま
た一
興
で
あ
っ
た 。
こ
う
し
て
坂
田
の
秋
の
大
祭
は
幕
を
閉
じ
る。

し
か
し 、
時
代
が
移
り
か
わ
り 、

農
工
機
械
が
導
入
さ
れ
る
と 、
も
う

飼
育
馬
の
影
は
見
え
な
く
な

っ
て
し
ま
っ
た 。「
神
馬」
の
儀
式
も
「

馬
出
し」
も
い
ま
で
は
遠
い
思
い
出
と
な
っ

て
し
ま
っ
た 。

昭
和
四
十
四
年 、
坂
田
の
青
年
た
ち
の
総
意
で 、
秋
の
大
祭
は
再
開
さ
れ
た 。
け
れ
ど
も

祭
礼
の
出

し
物
は
山
車
と
神
輿 、
各
所
で
の
子
供
の
相
撲
大
会
な
ど
が
あ
り 、

新
し
い
ふ
る
さ
と
作
り
が
進
め
ら

れ 、
そ
れ
な
り
に
楽
し
み 、
地
域
住
民
の
コ
ミュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
に
役
立
っ

て
い
る。
し
か
し 、
そ
乙
に

は
も
う 、
い
わ
ゆ
る
H

名
物H
は
な
い 。

-
春と
秋の
例
祭

「
浦
祭
り」
と
「

八
幡
神
社
秋
の
祭
礼」
を
大
祭
と
す
れ
ば 、
い
わ
ゆ
る
例
祭
と
称
せ
ら
れ
る
祭
り
が

春
と
秋
に
あ
る。

春
は
二
月
十
五
日
に
行
な
わ
れ
る
家
内
安
全 、
五
穀
豊
穣
を
祈
念
す
る
湯
立
て
の
祭
礼
が
あ
る。

そ
し
て
秋
は
十一
月
十
五
日 。
収
穫
感
謝
の
祭
で
あ
り 、

七
五
三
の
日
と
重
な
り 、

神
社
境
内
は
親

祭・年中行事・婚礼・葬儀

子
づ
れ
で
賑
わ
う 。

春
秋
の
例
祭
に
は「
湯
立
て」
が
行
な
わ
れ
た 。
境
内
の一
角
に
は
青
竹
で
四
方
を
さ
さ
え
ら
れ
た
注

連
縄
が
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ 、
そ
の
中
央
に
は
大
釜
が
据
え
ら
れ
た 。
そ
の
大
釜
で
湯
が
沸
か
さ
れ 、
神

主
が
熊
笹
の
束
を
左
右
に
振
っ

て
湯
花
を
ま
き 、
境
内
を
清
め
る
の
で
あ
る。
神
社
役
員
を
は
じ
め
氏

子 、
崇
敬
者
ら
も

清
め
ら
れ
る。
「

湯
立
て」
は
神
迎
え
の
行
事
と
し
て
行
な
う
と
い
わ
れ
て
い
る。

こ
の
ほ
か 、
二
月
中
旬
の
お
日
柄
の
よ
い
日
に
病
気 、
災
厄
よ
け
を
祈
る
注
連
縄
張
り
の
行
事
も

行

第3章

な
わ
れ
て
い
る。
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以
上
が
坂
田
の
主
な
祭
礼
で
あ
る。
「

浦
祭
り」
は
漁
業
権
放
棄
と
と
も
に
自
然
消
滅
し
て
い
ま
は
な

く 、
秋
の
大
祭
も

様
相
を一
変
し
て
し
ま
っ
た 。
乙
の
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
現
実
を
思
う
と
き 、
時

代
の
流
れ
と
い
う
も
の
に
更
め
て
感
慨
を
い
だ
く
の
は
わ
れ
わ
れ
ば
か
り
で
は
な
か
ろ
う 。

第3編

年
中
千丁

事

• 
年

末

新
年
を
迎
え
る
の
は
洋
の
東
西
を
間
わ
ず
晴
が
ま
し
い
も
の
で
あ
る。
無
事
息
災
の
祈
り
を
乙
め 、

そ
の
準
備
に
も
ま
た
心
を
く
ば
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
が 、
そ
の
意
味
で
前
年
の
暮
は
こ
乙
坂
田
の
人

々
も
忙
し
い 。

-
年神様

神
宮
か
ら
配
布
さ
れ
た
年
神
様
を 、「
あ
き
の
万」 、
す
な
わ
ち
新
年
の
恵
方(一
切
の
凶
殺
を
避
け
幸

福
を
司
る
大
吉
の
方
角)
に
飾
る。
棚
飾
り
の
作
り

方
は
わ
ら 、
ゆ
ず
り

葉 、
う
ら
じ
ろ 、
だ
い
だ
い

の
植
物
の
葉
を
結
い
つ
な
い
で
ゆ
く
の
だ 。

ゆ
ず
り

葉
は
新
し
い
葉
が
で
て
か
ら
初
め
て
古
い
葉
が
落
ち
る
と
い
う

植
物
で 、
そ
こ
か
ら
家
督
を

無
事
子
孫
に
譲
る
乙
と
を
意
味
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る。

う
ら
じ
ろ
は
う
ら
じ
ろ
科
の
し
だ
植
物 。
表
が
緑
で
裏
が
白
く 、

心
明
白
に
し
て
う
し
ろ
暗
い
と
こ

ろ
が
な
い
乙
と
を
表
現
し
て
い
る。
だ
い
だ
い
は
代
々
の
繁
栄
を
願
う
意
味
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
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棚
飾
り
に
は
そ
の
ほ
か
に
海
の
幸 、
山
の
幸
が
献
上
さ
れ
る 。
通
常
の
鮭 、
こ
ん
ぶ 、
か
つ
お
節、

す
る
め
な
ど
の
海
の
幸
と 、
み
か
ん 、
ほ
し
柿
(
坂
田
で
は
ア
マ
ブ
シ
と
呼
ば
れ
て
い
た)
な
ど
の
山

の
幸
と
布
小
袋
(
米 、
お
金
が
入
っ

て
い
る) 、
末
広 、
麻
な
ど
が
飾
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た 。

い
ず
れ
も

奇
数
と
定
め
ら
れ
て
お
り 、
お
飾
り
を
す
る
日
も 、

暮
の
二
十
八
日
か
三
十
日 。
三
十
九

日
は
九
日
飾
り 、
一二
十一
日
は一
夜
飾
り
と
い
わ
れ
忌
避
さ
れ
て
い
た 。

-正月のお飾り

床
の
間 、
仏
壇 、
荒
神
様 、
井一
戸
神
様 、
稲
荷
様 、
廊 、
ち
ょ
う
じ
き
な
ど
で 、
飾
る
も
の
は
こ
れ

ま
た
そ
れ
ぞ
れ
奇
数
と
さ
れ
て
い
る 。

-おたじめ
お
た
じ
め
は
藁
で
注
連
縄
状
に
作
ら
れ
る 。
元
が
太
く

先
端
が
細
く
あ
た
か
も

宝
船
を
思
わ
せ
る
よ

う
に
作
り 、
お
勝
手
に
あ
る
荒
神
様
に
飾
る 。

門

松

青
々
と
し
た
緑
の
松 、
毅
然
と
し
た
姿
の
竹
を
各
家
の
門
先
や
庭
先
に
た
て
る 。
い
ま
か
ら
お
よ
そ

祭・年中行事・婚礼・葬儀

一
三
O
O
年
の
昔 、
推
古
天
皇
の
時
代
に
中
国
か
ら
「

暦」
が
伝
え
ら
れ
た
が 、
門
松
も
そ
の
と
き
に

一
緒
に
伝
来
し
た
と
の
説
が
あ
る 0

.餅っき
暮
の
二
十
八
日
が
定
日
で
あ
る
が 、
都
合
が
悪
け
れ
ば
三
十
日
で
も
よ
い 。
餅
っ
き
は
蒸
し
た
も
ち

米
を
三
人
ぐ
ら
い
で
米
粒
の
形
が
な
く
な
る
ま
で
つ
ぶ
し 、「
チ
ヨ
ロ
ギ
ネ」
と
呼
ば
れ
る
杵
を
使
い 、

餅
米
が
つ
ぶ
れ
る
と
同
時
に
つ
き
始
め
る 。
や
が
て
餅
ら
し
く
な
っ
た
頃 、「一
人
杵」
と
い
う一
回
り

ニねど

大
き
な
杵
で
樫
取
り
と
呼
吸
を
あ
わ
せ
て
っ
き
あ
げ
て
ゆ
く
と
い
う
の
が
手
法
で
あ
る 。

第3章

つ
き
あ
が
っ
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た
餅
は
ま
ず
お
供
え
用
に
鏡
餅
を
作
り 、

残っ
た
餅
は
すべ
て
平
た
く

伸
ば
す
の
で
あ
る。
そ
れ
が
正

月
に
入
る
と
四
角
に
切
ら
れ 、
雑
煮
用
と
な
る
わ
け
だ 。

• 
正

月

第3編

-三ガ日
〈
若
水〉

元
日一
の
朝
初
め
て
汲
み
あ
げ
る
水 。
年
男
と
称
し、
各
家
庭
の
男
手
に
よ
っ

て 、
正
月
三
ガ

日
の
日

課
と
な
る。
若
水
を
汲
む
と
き
は
餅、
手
拭
い
を
もっ
て
井
戸
に
行
き 、
米
と
餅
を
供
え
て
か
ら
水
を

汲
む 。
若
水
を
汲
む
と
き 、
年
男
は 、

「
年
の
始
め
の
注
連
飾
り 、

高の
神
を
汲
む
ぞ
目
出
た
しL

と
三
回
唱
え
て
か
ら
始
め
る
の
が
乙
の
地
域
の
な
ら
わ
し
で
あ
っ
た 。

若
水
を
汲
む
と 、
そ
れ
で
お
茶
を
入
れ
た
り 、
お
か
ん(
雑
煮)
を
つ
く
る。
乙
れ
も

年
男
の
役
目
で

あ
る。
そ
れ
に
は 、
男
子
は
清
潔
で
あ
る
か
ら
と
い
う

説
と 、
せ
め
て
正
月
ぐ
ら
い
は
女
性
を
家
事
か

ら
解
放
し
て
ゆ
っ
く
り

休
ま
せ
よ
う
と
い
う

説
と
が
あ
る
が 、
い
ず
れ
に
し
て
も
男
手
に
よ
っ

て
雑
煮

を
作
る
様
は
景
気
が
い
い 。

年
男
の
服
装
は
ツ
ン
ツ
ル
テ
ン
の
木
綿
の
筒
袖
に
シ
ャ

ツ 、
股
引
き
で 、
足
袋
は
コ
ー

ル
テ
ン 。
子

供
も

大
人
も

正
月
用
の
新
し
い
下
駄
を
は
く
の
が
こ
の
地
方
の
古
い
慣
わ
し
で
あ
る。

〈
雑
煮
の
作
り

方〉

雑
煮
の
作
り

方
は
家
に
よ
っ

て
さ
ま
ざ
ま
な
作
り

方
が
あ
る。
最
も一

般
的
な
作
り

方
は 、
か
つ
お

節
を
だ
し
に
味
噌
か
醤
油
を
用
い
て
だ
し
汁
を
作
る。
そ
こ
に
大
根 、
さ
と
い
も 、
あ
る
い
は
菜
な
ど
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と
と
も
に
餅
を
入
れ
煮
る。
雑
煮
が
で
き
あ
が
る
と
最
初
に
神
仏
に
供
え
る
が 、
神
様
に
は
さ
ら
に
か

つ
お
節
を
か
け
て
供
え
る。
そ
れ
が
終
わ
っ
て
か
ら
家
人
は
よ
う
や
く
箸
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る。

箸
も

柳
箸
と
か
杉
箸
が
使
わ
れ 、
正
月
以
外
は
使
わ
な
い 。
食べ
る
餅
の
数
も

三
ガ
日
の
聞
に
食べ
あ

げ
る
と
い
う

縁
起
か
ら 、
元
旦
よ
り

二
日 、
一一
日
よ
り

三
日
と一
つ
で
も

数
多
く
食べ
る
も
の
と
さ
れ

て
い
る。

《
鍬
入
れ〉

仕
事
始
め 。
正
月
二
日 、
男
た
ち
は
ク
ワ
や
カ
マ
を
もっ
て
田
園
に
行
き 、
あ
き
の
方
(
恵
方)

向
か
っ
て
三
ク
ワ
入
れ
る。
そ
こ
に
松
の
枝
を
さ
し
「
お
さ
と」(
白
米)
を
あ
げ
て
豊
作
を
祈
願
す
る。

〈
書
初
め〉

筆
を
と
り
目
出
度
い
文
字
を
書
い
て
神
棚
に
貼
る。

七
種

-七日五
節
句
の
最
初
の
節
句
で 、
七
種
粥
を
た
い
て
食べ
る。

-
十一一日
蔵
開
き

祭・年中行事・婚礼・葬儀

そ
れ
ま
で
閉
め
切っ
て
い
た
土
蔵
の
松
飾
り
を
納
め
て 、
は
じ
め
て
聞
く 。
こ
の
日 、
坂
田
は
「

浦

祭
り」
が
行
な
わ
れ
る0

.十五日
若
餅

前
日
の
十
四
日
に
年
神
様
に
献
ず
る
餅
を
ひ
と
臼
つ
い
て 、
神
々
に
さ
さ
げ
る。
そ
の
餅
は
ま
た「
木

綿
花」
と
称
し
て
紅
白
の
餅
を
え
の
き
の
木
の
枝
に
さ
し
て
あ
げ
る。
昔
は 、
こ
の
日
を
旧
年
と
新
年

と
の
区
別
を
意
味
し
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る。

第3章

乙
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• 

月

-一
ロH
納
め
の
朔
日

第3編

正
月
用
の
飾
り

物
を
すべ
て
納
め 、
庭
で
焼
き 、
そ
の
灰
を
屋
敷
内
に
ま
く 。

悪
病
よ
け
の
意
味
が

あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る 。

-三日
節
分

ひ
い
ら
ぎ
の
小
枝
に
「
C
ま
め」
の
頭
を
つ
け
木
戸
に
さ
す 。
長
竿
に
は
龍
を
さ
し
屋
根
に
か
か
げ 、

大
豆
を
煎っ
て
豆
ま
き
を
す
る 。
夕
暮
ど
き
「

福
は
内 、
鬼
は
外」
の
声
が
方
々
か

ら
聞
こ
え
て
く
る 。

乙
の
日 、
子
供
た
ち
は「
か
っ
た
か
っ
た」
と
い
っ

て
も
う一
つ
の
催
し
を
す
る 。
す
な
わ
ち 、
子
供

ら
は
荷
車
を
引
い
て
部
落
中
を
歩
き
回
り 、

正
月
の
飾
り
や
門
松
な
ど
を
貰
い
集
め 、
田
圃
の一
角
に

高
々
と
積
み
あ
げ
る 。
や
が
て
夕
暮
と
な
り
陽
が
西
の
端
に
沈
み
か
け
る
と
き 、
そ
と
に
火
を
つ
け
る 。

正
月
の
飾
り
も
の
が
焔
高
く

燃
え
あ
が
る
と 、
近
く
の
中
野
の
部
落
や
中
富 、
飯
野
あ
た
りか
らも「
か

っ
た
か
っ
た」
と
音
を
た
て
て
燃
え
出
す 。
坂
田
に
は
唐
椎
が
多
く
「

か
っ
た
か
っ
た」
と
燃
え
る
音

は一
一層
高
く 、
ま
る
で
火
祭
り
の
よ
う
で
あ
っ
た 。
こ
れ
は
悪
疫
を
防
ぐ

意
味
か
ら
の
行
事
で
あ
る 。

-七日
山
の
神

乙
の
日
は
山
の
神
が
樹
木
の
数
を
か
ぞ
え
る
日
と
い
う
意
味
で 、
伐
採
は
い
う
ま
で
も
な
く 、
山
に

入
る
乙
と
も

禁
じ
ら
れ
て
い
る 。
昭
和
の
初
め
ご
ろ 、
乙
の
日
に
入っ
た
農
民
が
タ
バ
コ
の
火
で
山
火

事
に
遭
い
焼
け
死
ん
だ
と
い
う
話
も

伝
わ
っ

て
い
る 。

-
十五日
春
の
祈
念
祭

-
中旬
注
連
張
り
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日
は
決
ま
っ
て
い
な
い
が 、
村
長
(
部
落
の
長)
が
吉
日
を
選
ん
で
町
内
ご
と
に
行
な
う 。
隣
部
落

と
の
境
界
に
注
連
を
張
り 、

悪
疫
が
侵
入
し
な
い
よ
う
に
お
祈
り
す
る。

• 

月

-三日
ひ
な
祭
り

女
の
節
句
で 、
床
の
間
に
ひ
な
人
形
を
飾
り 、

甘
酒
を
交
し
て
楽
し
む 。
ひ
な
壇
の
飾
り

方
は 、
向

か
つ
て
左
が
男 、
右
が
女
と
す
る。

-
春の彼岸

春
分
の
日
の
前
後
三
日
間 。
人
々
は
先
祖
の
墓
参
り
を
し
供
養
を
す
る。

• 
五

月

-五日
端
午
の
節
句

男
子
の
節
句
で 、
鯉
の
ぼ
り
を
立
て 、
か
し
わ
餅
を
作っ
て
食べ
る。
邪
気
を
は
ら
う
意
味
で
菖
蒲

祭・年中行事・婚礼・葬儀

湯
に
入
る。種

ま
き

-
中
旬

苗
代
に
種
籾
を
ま
く
日
だ
が 、
こ
の
時
は「エ
ボ
タ」
の
枝
と
阿
夫
利
神
社(
神
奈
川
県)
の
お
札
を

田
聞
に
立
て 、
ま
き
残
り
の
種
籾
は
焼
米
に
し
て
食べ
る。

.六

月

第3章

-
初
3

中
旬
早
苗
ぶ
り

-
「

虫
送
り
の
日」

明
治、

大
正
か
ら
昭
和
の
初
め
の
乙
ろ 、

坂
田
農
民

に
と
っ
て
病
虫
害
が
大
敵
で
あ
っ
た
。

坂
田
の
田
畑
で

は
、

病
害
と
し
て
は
イ
モ
チ
病 、

臼
葉
枯
病 、

虫
害
で

は
メ
イ
虫
や
ウ
ン
カ
の
被
害
が
一

番
大
き
か
っ
た
。

メ
イ
虫
に
は
誘
蛾
灯
を
と
も
し
て
成
虫
を
退
治
し
た

が、

メ
イ
虫
の
産
卵
活
動
は
す
さ
ま
じ
く 、

と
り

わ
け

田
植
前
の
メ
イ
虫
卵
は
農
民
の
頭
痛
の
種
で
あ
っ
た
。

ウ
ン
カ
の
発
生
も
想
像
を
絶
す
る
も

の
が
あ
り 、

人
々

は
必
死
に
そ
の
防
除
に
取
り

組
ん
だ
が、

し
か
し 、

農

民
た
ち
の
素
朴
な
信
仰
心
か
ら 、

や
は
り

神
事
に
祈
る

風
習
が
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う 。

各
部
落
で
は
お
日
待
ち
の
目 、
一

日
を
「

虫
送
り

の

日
」

と
し
て
神
主
を
招
き
病
虫
害
払
い
の
と
祈
祷
を
し

た
。

農
民
た
ち
は
メ
イ
虫
の
つ
い
た
稲
茎
を
持
ち
寄
り 、

用
意
し
て
い
た
青
竹
に
そ
れ
を
つ
る
し
て、

農
道
を
行

列
行
進。

西
は
大
和
田
境
か
ら
東
は
久
保
地
先
ま
で
笛

太
鼓
を
先
頭
に
ね
り

歩
い
た
の
で
あ
る

。

最
後
に
は
そ

の
青
竹
を
海
に
流
し 、

参
加
者
一

同
は
集
会
所
で
お
聞

き
と
な
っ
た
。
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田
植
え
が
終
わ
る
と
各
家
ご
と
に
赤
飯
を
炊
き 、
荒
神
様
は
じ
め
神
々
に
お
供
え
す
る 。
農
家
は
そ

の
日
か
ら
三
日
間
「
お
ひ
ま
ち」
と
称
し
て
休
養
を
と
る 。
乙
の
問 、
嫁
は
実
家
に
休
養
に
も
ど
っ
た

り 、
田
植
を
手
伝っ
て
く
れ
た
人
々
の
家
に
お
礼
ま
わ
り
を
す
る 。

第3編

• 
七

月

-七日
七
夕

色
紙
短
冊
に
七
夕
の
言
葉 、「
天
の
川」
と
か
「

牽
牛」
と
か
「

織
姫」
な
ど
と
記
し
て
竹
竿
を
飾
る

の
は
坂
田
も
同
じ
で
あ
る 。
た
だ
乙
乙
で
は
乾
燥
さ
せ
た
真
菰
を
つ
か
っ
た
牛
馬
の
人
形
を
作
り 、

家

の
サ
マ
(
狭
間)

乙
れ
ら
の
牛
馬
の
人
形
は
子
供
の
遊

に
飾
り

赤
飯
を
供
え
る 。
七
夕
が
過
ぎ
る
と 、

ぴ
道
具
に
な
る
と
い
っ
た一
風
変っ
た
風
習
が
残っ
て
い
る 。
短
冊
に
書
く

文
字
は
さ
と
い
も
の
葉
に

た
ま
っ
た
露
を
集
め
た
水
を
墨
で
す
っ

て
書
く
の
が
正
式
と
も

伝
え
ら
れ
て
い
る 。

• 
八

月

-十三3十六日
盆

十
三
日
に
庭
先
で
迎
え
火
を
焚
い
て
祖
先
の
霊
を
迎
え
る 。

新
盆
(
前一
年
間
に
家
族
の
者
が
死
去
し
た
家)
の
家
は
親
類
の
人
た
ち
が
来
て
燈
龍
を
立
て 、
ま

た
盆
供
え
と
い
っ

て
菩
提
寺
に
白
米
を
あ
げ
て
供
養
す
る 。
雇一
傭
人
は
こ
の
三
日
間
は
休
日
と
な
る 。

十
六
日 、
送
り

火
を
と
も
し
て
盆
は
終
わ
る 。

最
近 、
坂
田
で
は
盆
踊
り
も

催
さ
れ
て
い
る
が 、
む
し
ろ
こ
れ
は一
種
の
社
交
場
の
様
相
を
呈
し
て

お
り 、

必
ず
し
も

霊
祭
と
は
関
係
な
い 。

354 

耕
4 

新盆の外飾り



園
十

月

-十月十五日
秋
の
大
祭 。(
祭
礼
の
項
で
詳
述)

• 
十

月

-十五日
七
五
三
の
お
祝
い

そ
の
年
齢
に
あ
た
る
男
女
子
は
新
し
い
衣
服
を
着
て
親
と一
緒
に
氏
神
様
に
参
拝
し、
無
事
の
成
長

を
祈
願
す
る。
乙
の
日 、
坂
田
八
幡
神
社
の
例
祭
が
行
な
わ
れ 、「
湯
立
て」
の
儀
式
に
も
参
加
す
る。

• 
十

月

-
冬
至

こ
の
日 、
坂
田
で
は
星
祭
り
と
称
し、
子
供
た
ち
が
集
ま
っ
て
み
か
ん
や
餅
な
ど
を
か
乙
み
楽
し
む

祭・年中行事・婚礼・葬儀

と
い
う

慣
習
が
あ
っ
た 。
会
場
は
「

宿」
と
い
わ
れ 、
毎
年
も
ち
回
り
で
指
定
さ
れ
る。
い
わ
ば
子
供

の
お
祭
り
だ
が 、
大
人
た
ち
も

少
な
か
ら
ず
そ
れ
に
便
乗
し
て
酒
を
飲
ん
だ 。
現
在
は
行
な
わ
れ
て
い

P弘、。
ゅん、}hv婚

干し

ホ
テ
ル
や
結
婚
式
場
を
利
用
す
る
よ
う
に
な
っ

て
か
ら 、
結
婚
式
を
「

祝
言」
と
い
う
人
た
ち
は
も

第3章

う
あ
ま
り
い
な
い 。
し
か
し、
昭
和
三
十
年
ご
ろ
ま
で
続
け
ら
れ
た
こ
の
「

祝
言」
は
村
の
人
々
に
と

新盆用の祭壇
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っ
て
忘
れ
ら
れ
な
い
風
習
で
あ
っ
た 。
そ
の
日
は
部
落
申
の
だ
れ
も
か
れ
も
が
ま
る
で
わ
が
事
の
よ
う

に
喜
び
合
い 、
婿
と
嫁
と
を
祝
福
し
た 。
坂
田
で
は
夜
を
徹
し
て
の
宴
会
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
の
で

あ
っ
た 。

第3編

祝
言
は
ま
ず
婿
入
れ
式
か
ら
始
め
ら
れ
る 。
た
い
て
い
当
日
の
午
後 、
前
もっ
て
打
ち
合
わ
せ
た
時

刻
に
新
郎
は
仲
人
と
数
人
の
供
と一
緒
に
新
婦
の
自
宅
を
訪
ね
る 。
そ
乙
で
婿
入
れ
式
が
行
な
わ
れ 、

親
子
名
の
り
の
盃
が
と
り
か
わ
さ
れ
る 。
日
暮
れ
ど
き
に
新
郎一
行
は一
人
の
道
案
内
を
残
し
て
帰
宅

す
る 。そ

し
て
夜
八
時
ご
ろ
に
な
る
と 、
道
案
内
に
導
か
れ
て 、
い
よ
い
よ
花
嫁
の
ご
入
来
と
な
る
わ
け
だ 。

新
郎
が
住
む
町
内
の
入
口
で
は 、
部
落
の
若
い
衆
が
か
が
り

火
を
た
い
て
迎
え
る 。
手
に
は
細
長
い
祭

礼
提
灯
を
持
ち 、
花
嫁
が
入
っ

て
く
る
と
噺
し
た
り 、
か
ら
か
っ
た
り
す
る
の
で
あ
っ
た 。
恥
じ
ら
う

花
嫁 、
長
年
の
つ
き
合
い
を
あ
い
さ
っ
す
る
供
の
人
々 。
か
が
り

火
の
周
辺
は
笑
い
と
語
ら
い
で
賑
わ
う 。

仲
人
に
手
を
ひ
か
れ
花
嫁
は
い
よ
い
よ
嫁
入
り

先
の
家
に
入
る
の
だ
が 、
坂
田
で
は
乙
の
と
き
か
わ

い
ら
し
い
風
習
が
あ
っ
た 。
嫁
が
家
の
敷
居
を
ま
た
ぐ
の
を
見
は
か
ら
っ

て 、
七 、
八
歳
の
男
と
女
の

児
童
が
稲の
穂
先
を
束
ね
た
刷
毛
の
よ
う
な
も
の
で
嫁
の
尻
を
三
回
た
た
く
の
で
あ
る 。

お
そ
ら
く 、
い
っ

ぺ
ん
嫁
に
入
っ
た
ら
出
て
い
く
の
で
は
な
い
ぞ
と
い
う
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
の
慣

し
で
あ
ろ
う
が 、
児
童
の
羽
織 、
袴
の
出
立
ち
が
な
ん
と
も
か
わ
い
気
で 、
部
落
の
人
た
ち
を
喜
ば
せ

た
も
の
で
あ
っ
た 。

か
く
し
て
祝
言
の
儀
式 。
夫
婦
の
盃 、
嫁
婿
と
し
ゅ
う
と
の
親
子
の
盃 、
兄
弟
近
親
と
の
盃 、
そ
し

て
双
方
の
親
類
同
志
の
盃
と
三
・

三・
九
度
が
と
り
お
こ
な
わ
れ
る
と 、
宴
会
だ 。
夜
も

十
時
ご
ろ
に

な
る
と
宴
は
さ
ら
に
た
け
な
わ
と
な
り 、
そ
の
間
新
郎
は
座
を
く
ず
せ
な
い 。
新
婦
は
ふ
つ
う
三
回
ぐ

3日



ら
い
の
お
色
直
し
を
し
て
興
を
そ
そ
り 、
そ
の
つ
ど
吸
い
物
が
か
わ
る
の
も
こ
の
あ
た
り
の
特
徴
で
あ

ろ
う 。
吸
い
物
の
中
味
は
ハ
マ
グ
リ
な
ど
が
使
わ
れ 、
最
後
に
出
る
も
の
に
は
餅
を
入
れ
る
と
い
う
き

ま
り
だ
っ
た 。

一
方 、
か
が
り

火
を
た
い
て
花
嫁
を
迎
え
た
若
い
衆
た
ち
は
町
内
の
世
話
人
の
家
に
入
り

振
舞
い
酒

を
ご
馳
走
に
な
る 。
花
嫁
の
荷
物
を
運
ん
で
き
た
供
は
「

わ
ら
じ
酒」
と
い
っ

て
冷
酒
を
飲
ま
さ
れ
る 。

そ
の
た
め 、
供
に
は
と
り
わ
け
酒
の
強
い
男
た
ち
が
選
ば
れ
る 。
う
っ

か
り

酒
の
弱
い
人
だ
と 、
帰
り

に
は
荷
物
を
運
ん
で
き
た
大
八
車
に
乗
せ
ら
れ
て
挽
か
れ
て
い
く
と
い
っ
た
乙
と
に
な
る 。

儀
式
と
宴
会
は
「

ザ
ケ
ン」
と
い
っ

て 、
い
ま
で
い
え
ば
司
会
の
よ
う
な
人
に
よ
っ

て
進
め
ら
れ
た 。

料
理
も
「パ
ン
コ」
と
い
う
料
理
長
の
よ
う
な
人
が
選
ば
れ
て 、
すべ
て
「パ
ン
コ」
の
指
揮
の
も
と

に
出
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た 。
宴
会
の
は
じ
め
に
は
ま
ず
「

ザ
ケ
ン」
が
酒
を
呑
む 。
毒
味
と
い
う
意
味

が
あ
る
の
か 、
乙
れ
が
行
な
わ
れ
な
い
か
ぎ
り 、

人
々
は
酒
に
も

料
理
に
も

手
を
つ
け
る
こ
と
は
で
き

ph除
、.。
ナ'e'w宴

会
も
た
け
な
わ
に
な
る
と 、
世
話
人
の
家
で
振
舞
い
酒
を
呑
ん
で
い
た
若
い
衆
が
勢
い
を
つ
け
て

祭・年中行事・婚礼・葬儀

宴
会
の
座
敷へ
と
く
り
出
し
て
く
る 。
飛
び
入
り
で
ほ
め
言
葉
を
言
上
す
る
も
の
も
あ
れ
ば 、
漫
才
や

安
来
節
な
ど
踊
り
出
す
も
の
も
あ
る 。
か
わ
い
そ
う
に
婿
は
そ
う
し
た
余
興
を
正
座
の
ま
ま
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い 。
こ
ろ
あ
い
を
見
て
座
を
く
ず
そ
う
も
の
な
ら 、

「
オ
ッ
ト
ッ
ト
ッ
ト
ホ
メ
モ
ウ
ソ
ウ」

と
次
か
ら
次
と
ほ
め
言
葉
が
で
る
の
で
ま
ま
な
ら
な
い 。
宴
は
四
時
間
も

五
時
間
も

延
々
と
続
き 、「
ど

こ
の
祝
言
も 、
ひ
け
る
の
は
翌
日
の
朝
に
な
っ

て
い
た
な」
と
古
老
た
ち
は
回
顧
す
る 。
四
斗
樽一
本

第3章

は
か
る
く

空
に
な
る
の
で
あ
っ
た 。

-
坂
田
周
辺
の
ほ
め
言
葉

(
「

君
津
町
誌」

よ
り)

け
オット
シパラクヤ
シパラクヤ

シパシトドマツタコノヤッコ
ホメル作法

は知ラネドモ
チットンパッカリホメ申ソ

ウ 。あ
す
は
二
十
二
日
妙
見
様
の
ご
縁
日 、

上
り
て
見

れ
ば
山
高
く 、

沖
を
眺
め
れ
ば
富
津
ふ
な
さ
き
入

り
舟
多
け
れ
ば 、

鯛
や
ひ
ら
め
を
釣
り

上
げ
て

、

そ
れ
を
肴
に
ど
酒
一

つ
と、

う
や
ま
っ

て
候

口

(
前
言
葉
同
前)

乙
ち
ら
の
旦
那
は
も
ち
に
な
れ、

大
国
持
ち
に
な

れ
と、

う
や
ま
っ

て
候

日

(
前
言
葉
同
前)

う
ち
の
隣
り
の
文
そ
の
隣
り
の
又
そ
の
隣
り
の
う

ち
が
豆
寓
屋
で 、

朝
は
早
起
き
ま
め
繁
盛 、

夫
婦

の
縁
は
末
ま
で
も 、

き
ら
ず
き
ら
ず
と、

う
や
ま

っ
て
候

(
以
下
略)
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葬

儀

葬
儀
は
死
者
を
い
た
み 、
悲
し
み 、
乙
れ
を
慰
め
る
儀
式
で
あ
る 。
そ
こ
に
は
祖
先
の
霊
が
そ
の
家

第3編

や
子
孫
を
加
護
す
る
と
い
う
精
神
も
含
ま
れ
て
い
る
が 、
死
者
を
い
っ
た
い
ど
う

葬
る
の
か 。
現
在 、

わ
が
国
で
行
な
わ
れ
て
い
る
葬
法
は
大
き
く
分
け
て
「

土
葬」
と
「

火
葬」
と
見
て
い
い 。
宗
教 、
風

習 、
家
訓 、
あ
る
い
は
地
理
的
条
件
な
ど
で
そ
れ
ぞ
れ
に
か
な
っ
た
形
で
行
な
わ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が 、

坂
田
は
仏
教
葬
儀
の
や
り

方
に
従っ
て
原
則
的
に
「

土
葬」
を
と
っ
て
き
た 。
少
な
く
と
も
昭
和
四
十

二 、
三
年 、
す
な
わ
ち
新
日
本
製
鉄
が
坂
田
の
海へ
進
出
し
て
く
る
以
前
は
ほ
と
ん
ど
が
「

土
葬」
だ

っ
た 。
世
帯
数
わ
ず
か
百
数
十
余
の
部
落
で 、
墓
地
に
も
困
ら
な
か
っ
た
し 、
そ
れ
は
ご
く
あ
た
り
ま

え
だ
っ
た 。
小
字
名
で
い
え
ば
衛
門
ヶ

作 、
寺
家
坂 、
地
蔵
堂 、
谷 、
新
納一円
の
五
ヵ

所
に
共
同
墓
地

が
あ
り 、

宅
地
内
墓
地
を
も
っ
家
も
六
軒
あ
っ
た 。

た
だ
坂
田
が
都
市
化
の
波
に
さ
ら
さ
れ
た
現
在
は
か
な
り

違
っ
て
き
て
い
る 。
人
口
の
急
増
と
と
も

に
各
所
に
は
霊
園
が
造
ら
れ 、
新
し
い
風
習
も
入
っ
て
き
て
お
り 、

現
在
は
ほ
と
ん
ど
が
「

火
葬」
方

式
と
な
っ
て
い
る 。

さ
て
坂
田
の
葬
儀
で
あ
る 。
そ
れ
は
ふ
つ
う
次
の
よ
う
な
順
序
で
執
り

行
な
わ
れ
る 。

-
&回
知

告
げ
人
に
よ
っ
て 、
檀
那
寺
に
死
者
の
で
き
た
こ
と 、
葬
儀
の
日
時
と
式
場 、
寺
僧
の
供
人 、
葬
儀

の
規
模
な
ど
の
打
ち
合
せ
に
行
く 。

通
例 、
告
げ
人
の
人
数
は
二
人 0

・
準

備

隣
り

組
な
ど
の
人
達
が
助
け
合
う
精
神
で
奉
仕
す
る 。
棺 、
六
角
棒 、
塔
婆 、
紙
織
用
紙 、
竹 、
そ
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の
他
を
用
意
し 、
受
付 、
接
待 、
焼
香
所
な
ど
を
準
備
す
る 。

通

夜

近
親
者
や
知
人
が
集
ま
っ

て
故
人
の
思
い
出
や
遺
徳
を
し
の
ぶ 。
本
来
は
夜
を
徹
し
て
行
な
わ
れ
た

が 、
現
在
は
半
夜
通
夜
に
変
わ
っ

て
い
る 。

-
穴掘り

大
役
と
い
わ
れ
る
も
の
で 、
町
内
か
ら

順
番
制
で 、
一
回
の
葬
儀
に
つ
き
二
人
の
割
で
選
ば
れ
奉
仕

す
る 。
通
常 、
役
人
と
呼
ぶ 。

法

要

葬
儀
の
当
日
行
な
わ
れ
る
わ
け
だ
が 、
現
在
は
座
敷
内
で
行
な
わ
れ
る 。
か
つ
て
は
庭
で
行
な
わ
れ

で
も
い
た 。
し
か
し 、
座
敷
内
K
移っ
て
か
ら
は
庭
で
は
三
匝
(
法
要
の
後 、
庭
で
三
固
ま
わ
る)
の

み
と
な
っ
た 。

葬

列

四
本
職 、
生
花 、
造
花 、
花
輪 、
位
牌 、
写
真、
膳、
霊
棺 、
天
蓋、
親
族 、
縁
者 、
知
己、
友
人 、

祭・年中行事・婚礼・葬儀

念
仏
講
の
順
序
で
墓
地
に
向
か
う 。

-

埋

葬

寺
僧
の
読
経
の
な
か
で 、
死
者
を
墓
穴
に
葬
る 。
参
列
者
全
員
で
焼
香
を
す
る 。

-
忌中払

勝
手
な
ど
で
働
い
た
人
ゃ 、
墓
地
帰
り
の
人
を
お
払
い
す
る 。

養

第3章

-
供法

要
を
行
な
っ
た
場
所
に
帰
り 、

喪
主 、
親
戚
な
ど
が
あ
い
さ
つ
し 、
謝
辞
を
述
べ
る 。
酒
肴 、
口

儀軍事
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取
り 、

供
物 、
香
実
返
し
な
ど
を
用
意
す
る 。

碑
墓

第3編

一
人
墓
碑 、
夫
婦
墓
碑
な
ど
が
あ
っ
た
が 、
現
在
は 、
墓
域
が
限
ら
れ
て
い
る
た
め 、
先
祖
代
々
墓

誌
碑
だ
け
に
変
わ
る
傾
向
が
あ
る 。

坂
田
の
墓
地
に
み
る
墓
碑
の
変
遷

" 

江戸時代初期
(慶長一寛永年間)

江戸時代初期
(慶安年間)

江戸時代初期
(万治一寛文年間)

江戸時代初期
(寛文一延宝年間)
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江戸時代中期
(元禄・宝永・正徳・享 保年間)

江戸時代中期
(正徳・享 保・延享年間)



第3章 祭・年中行事・婚礼・葬儀

江戸時代末期 江戸時代中期 江戸時代中期
(享 和・文化・文政年間) (明和・安永・天明・寛政年間) (享 保・延享・宝暦年間)

明治初期

蓮
・華

(蓮華が使われて いる)

昭和・現在の標準型

江戸時代末期
(嘉永・慶応年間)

江戸時代末期
(天 保・弘化・安政年間)

大正時代
(家紋を入れている)

相



. 


