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「
鞍
馬
の
火
祭
り
」
に
お
け
る
音
の
風
景

― 
火
祭
り
の
音
楽
・
音
、
人
の
動
き
、
祭
り
へ
の
人
々
の
営
み 

―

小
川　

豊
子

は
じ
め
に

　

人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
個
々
の
良
さ
が
あ
り
、
創
造
的
な
能
力
を
も
っ
て
い
る
。

　

一
人
一
人
の
人
物
像
に
つ
い
て
社
会
的
な
地
位
や
学
歴
、
職
種
の
み
で
語
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
考
え
る
。
生
涯
様
々
な
場
面
に
お
い
て
、
個
々
の
創
造
的
な
能
力
を
求
め
ら
れ
る
。

創
造
的
で
あ
る
こ
と
に
人
と
し
て
の
価
値
が
あ
り
、
そ
の
人
自
身
が
先
行
経
験
と
し
て
積
み

上
げ
て
き
た
力
を
発
揮
す
る
。
様
々
な
社
会
的
活
動
や
文
化
的
活
動
の
中
で
人
は
、
人
と
し

て
の
真
価
（
力
）
を
発
揮
し
、
自
己
の
存
在
を
認
識
し
、「
生
き
が
い
」
を
感
じ
る
。
社
会
的

存
在
と
し
て
の
「
自
己
有
用
感
」
に
心
が
満
た
さ
れ
る
。
社
会
に
お
い
て
自
己
認
識
の
過
程

を
経
て
、
さ
ら
に
成
長
の
段
階
に
進
ん
で
い
く
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
常
に
成
長
し
て
い
き

た
い
と
願
う
も
の
で
あ
る
。

　

筆
者
の
修
士
論
文
「『
音
楽
を
つ
く
る
学
習
』
と
子
ど
も
の
音
楽
的
成
長
」（1）
で
は
、
学
校

教
育
に
お
け
る
音
楽
科
が
果
た
せ
る
可
能
性
に
つ
い
て
追
究
し
た
。「
音
楽
を
つ
く
る
学
習

（
創
造
的
音
楽
学
習
）」
を
中
心
に
、
音
楽
科
で
な
け
れ
ば
得
ら
れ
な
い
人
の
成
長
に
関
わ
る
教

育
が
あ
る
と
考
え
た
。「
音
楽
を
つ
く
る
学
習
」
は
、
音
楽
的
風
土
を
生
か
し
た
教
材
を
開

発
し
、
指
導
計
画
を
立
て
、
そ
れ
ら
に
取
組
む
こ
と
が
子
ど
も
た
ち
の
内
に
あ
る
音
楽
性
・

創
造
性
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
仮
定
し
、
実
際
の
授
業
に
お
い
て
子
ど
も
達
の
学
習
を

進
め
た
。

　

創
造
的
音
楽
学
習
に
取
組
む
こ
と
で
、
音
楽
的
に
成
長
す
る
と
共
に
、
互
い
を
尊
重
し
認

め
合
う
、
つ
ま
り
、
自
己
を
認
識
す
る
と
と
も
に
他
者
の
価
値
観
に
も
気
づ
く
姿
が
見
ら
れ

た
。
人
の
創
り
出
し
た
文
化
で
あ
る
音
楽
を
人
と
関
わ
り
な
が
ら
学
習
す
る
こ
と
は
、
音
楽

的
に
も
人
と
し
て
も
成
長
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
全
人
的
に
成
長
す
る
こ
と
が
立
証
で
き

た
。「
価
値
観
の
選
択
」「
選
択
し
た
表
現
の
実
現
」「
そ
れ
ぞ
れ
が
実
現
し
た
表
現
へ
の
評

価
と
認
め
合
い
」
の
過
程
が
見
ら
れ
た
。
教
育
で
は
、
自
ら
価
値
を
選
択
し
行
動
化
で
き
る

人
を
育
て
る
こ
と
を
目
指
す
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
音
楽
科
の
担
う
役
割
は
大

き
い
。

　

し
か
し
、
音
楽
科
・
美
術
科
な
ど
の
芸
術
教
育
が
あ
る
学
校
教
育
を
終
え
た
人
々
は
、
全

く
芸
術
か
ら
遠
の
い
て
し
ま
う
の
か
。
特
別
な
人
だ
け
が
芸
術
活
動
を
す
る
こ
と
に
な
り
、

そ
の
他
の
人
々
は
鑑
賞
者
と
い
う
立
場
に
な
る
の
か
。
筆
者
は
、
芸
術
は
人
に
と
っ
て
無
く

て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
人
は
、
歌
を
口
ず
さ
み
、
美
し
い
と
感
じ
た

も
の
は
何
か
に
記
録
し
た
い
と
思
い
、
自
分
の
心
に
あ
る
こ
と
を
表
現
し
た
い
と
思
う
も
の

で
あ
る
。
自
ら
の
心
を
慰
め
る
時
、
喜
び
を
表
現
し
た
い
時
、
自
己
を
主
張
し
た
い
時
、
芸

術
は
生
ま
れ
る
。
日
常
生
活
に
お
い
て
も
、
生
活
の
中
で
、
心
に
と
ま
り
美
し
い
と
感
じ
た

こ
と
が
、
そ
の
人
の
判
断
や
心
の
動
き
を
決
定
す
る
こ
と
も
あ
る
。
更
に
、
日
常
的
な
状
況

に
お
い
て
、
言
葉
に
抑
揚
が
つ
い
た
り
、
動
き
と
リ
ズ
ム
が
一
致
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る

は
ず
で
あ
る
。

一
、
祭
り
に
お
け
る
音
楽
・
音

　

本
稿
に
お
い
て
は
、
芸
術
が
す
べ
て
の
人
々
の
内
に
あ
る
こ
と
を
、「
日
本
の
祭
り
」
に

お
け
る
音
楽
・
音
の
側
面
か
ら
述
べ
て
い
く
。

　

柳
田
国
男
は
「『
日
本
の
祭
』
と
い
う
の
は
好
い
話
題
で
あ
り
、
重
要
な
ま
た
興
味
深
い

社
会
的
事
実
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
も
実
は
一
つ
の
例
示
に
す
ぎ
ぬ
。
本
当
の
目
的
は
諸
君
と

共
に
こ
こ
に
お
互
い
の
共
通
の
問
題
た
る
、
日
本
の
伝
統
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
た
い
た

め
に
、
そ
れ
を
具
体
化
す
べ
く
こ
の
お
祭
の
話
を
す
る
の
で
あ
る
」（2）
と
、「
日
本
の
祭
り
」

を
日
本
の
伝
統
を
考
え
る
切
り
口
と
し
て
い
る
。
筆
者
は
、「
日
本
の
祭
り
」
を
芸
術
的
表

現
、
そ
の
中
で
も
音
楽
・
音
を
、
人
々
の
日
本
の
伝
統
の
芸
術
的
表
現
、
具
現
化
し
た
も
の

と
し
て
観
て
い
く
。
祭
り
は
大
勢
の
人
々
で
進
行
し
て
い
く
が
、
一
人
一
人
の
個
性
が
表
現

さ
れ
る
場
面
も
あ
り
、
そ
れ
ら
が
広
が
り
伝
承
さ
れ
て
い
く
。

　
「
言
葉
」
は
、
抑
揚
を
つ
け
な
く
と
も
、
言
葉
・
合
図
と
し
て
発
声
さ
れ
る
だ
け
で
意
味

は
通
じ
る
。
し
か
し
、
祭
り
に
お
い
て
多
く
の
場
合
、
抑
揚
・
節
・
リ
ズ
ム
を
つ
け
て
表
現

さ
れ
る
。
ま
た
、
祭
り
で
の
掛
け
声
や
演
奏
さ
れ
る
お
囃
子
と
身
体
の
動
き
に
、
独
特
の
関

連
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
仮
定
す
る
と
共
に
、
そ
れ
ら
は
、
個
々
の
人
・
集
団
に
よ
り

独
自
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
さ
ら
に
、
違
う
祭
り
で
あ
り
な
が
ら
、
相
通
じ

る
も
の
が
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
、
共
通
性
、
独
自
性
を
追
究
す
る
こ
と
に
よ

り
、
日
本
の
風
土
に
根
付
い
た
様
々
な
文
化
の
結
び
付
き
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　

さ
ら
に
、
一
つ
の
祭
り
の
中
に
お
い
て
も
、
個
々
の
人
々
の
個
性
が
多
く
の
人
々
の
集
団
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の
中
で
も
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
、
自
己
を
ど
う
把
握
し
、
自
己
表
現
が
な
さ
れ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
集
団
的
に
営
ま
れ
る
祭
り
の
中
で
、
人
の
思
い
が
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の

個
性
が
生
き
、
そ
れ
が
自
己
有
用
感
・
自
己
肯
定
感
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
る
。

　

言
葉
に
抑
揚
を
つ
け
る
、
お
囃
子
を
奏
で
る
な
ど
は
「
日
本
の
伝
統
的
な
音
楽
・
音
」
で

あ
る
た
め
、
そ
の
姿
や
伝
承
・
継
承
も
、
祭
り
に
お
け
る
音
楽
・
音
と
動
き
・
所
作
を
追
究

し
て
い
く
中
で
考
察
す
る
。

二
、
研
究
対
象

（
一
）
音
楽
・
音
、
人
々
の
動
き
が
あ
る
祭
り

　

研
究
の
対
象
と
す
る
祭
り
は
、
音
楽
・
音
が
あ
り
人
々
の
動
き
が
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し

た
。
音
楽
・
音
、
動
き
を
記
録
・
分
析
す
る
た
め
、
で
き
る
限
り
明
確
で
、
パ
タ
ー
ン
化
さ

れ
て
い
る
も
の
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
た
。
単
純
に
見
え
る
音
楽
・
音
、
動
き
の
中
に
も
、

そ
れ
ぞ
れ
の
独
自
性
が
あ
り
、
個
性
や
個
別
性
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

　
「
鞍
馬
の
火
祭
り
」
に
お
い
て
は
、
松
明
を
持
つ
人
々
や
祭
り
に
参
加
し
て
い
る
人
々
が

「
サ
イ
レ
イ
ヤ
、
サ
イ
リ
ョ
ウ
」
と
い
う
掛
け
声
と
共
に
松
明
を
担
い
で
歩
い
た
り
、
声
を

発
し
た
り
し
て
い
る
。
単
純
で
は
あ
る
が
、
人
に
よ
る
個
別
性
と
祭
り
の
流
れ
に
よ
る
変
化

の
可
能
性
が
期
待
で
き
る
。
ま
た
、
鞍
馬
の
人
々
が
、
保
存
会
や
そ
れ
ぞ
れ
の
仲
間
と
呼
ば

れ
る
住
民
組
織
を
中
心
に
一
年
間
を
通
し
て
協
力
し
、
祭
り
の
当
日
を
迎
え
る
。
経
験
者
を

核
に
し
た
自
治
的
な
動
き
は
、
ゆ
る
ぎ
な
く
伝
え
ら
れ
て
き
た
技
や
祭
り
の
運
営
の
姿
が
見

ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
人
々
が
祭
り
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
土
地
で
生
活
し
生
き
て
き
た
姿
と
重

な
る
。

　

単
純
な
音
楽
・
音
で
あ
る
が
、
分
析
・
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
個
別
性
が
浮
き
出
て
く

る
。
単
純
で
あ
る
ほ
ど
、
個
性
は
明
確
に
な
る
と
予
想
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
祭
り

の
音
空
間
と
周
り
の
人
々
の
動
き
や
音
を
「
祭
り
の
音
風
景
」
と
し
て
捉
え
て
い
く
。

（
二
）「
鞍
馬
の
火
祭
り
」
に
つ
い
て

　

本
稿
で
は
、「
鞍
馬
の
火
祭
り
」
を
中
心
に
、
二
〇
一
四
年
度
に
行
っ
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
を
基
に
、
祭
り
に
お
け
る
音
楽
・
音
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
。

　
「
鞍
馬
の
火
祭
り
」
は
京
都
市
左
京
区
鞍
馬
に
あ
る
由
岐
神
社
（
京
都
市
左
京
区
鞍
馬
本
町

一
〇
七
三
番
地
）（
地
図
1
）（3）
に
お
い
て
十
月
二
十
二
日
に
執
り
行
わ
れ
る
例
祭
で
あ
る
。

　

祭
り
の
起
源
は
、
鞍
馬
火
祭
保
存
会
に

よ
る
と
「
天
慶
三
（
九
四
〇
）
年
御
所
に

お
祀
り
さ
れ
て
い
た
由
岐
大
明
神
を
、
当

時
天
慶
の
乱
（
平
将
門
の
乱
）
や
都
の
大
地

震
な
ど
騒
然
と
し
た
世
の
中
の
平
安
を
願

い
、
当
時
の
朱
雀
天
皇
の
詔
に
よ
り
御
所

の
北
方
に
当
た
る
鞍
馬
へ
由
岐
大
明
神
を

御
遷
宮
さ
れ
、
都
の
北
方
の
鎮
め
と
さ
れ

ま
し
た
。
御
遷
宮
の
時
に
手
に
は
松
明
を

持
ち
、
道
々
に
か
が
り
火
を
焚
き
、
鉾
を

先
頭
に
、
そ
の
行
列
は
十
町
（
約
一
㎞
）

に
も
及
び
、
天
皇
自
ら
の
国
家
的
一
大
儀

式
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
儀
式
と
由
岐
大
明
神
の
霊
験
を
後
世
に
伝
え
守
っ
て
き
た
の
が
鞍

馬
の
住
民
で
あ
り
、
由
岐
神
社
の
例
祭
（
鞍
馬
の
火
祭
り
）」（4）
と
さ
れ
て
い
る
。

　
「
鞍
馬
の
一
年
は
十
三
ケ
月
」
と
鞍
馬
で
は
言
わ
れ
て
い
る
。
祭
り
を
迎
え
る
た
め
に

一
ヶ
月
多
く
働
い
て
、
祭
り
の
準
備
に
当
て
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
鞍
馬
の
人
々
に
と
っ

て
、
火
祭
り
に
対
す
る
思
い
入
れ
は
格
別
で
あ
る
。「
大
文
字
の
送
り
火
」
や
「
祇
園
祭
」

な
ど
の
祭
り
や
伝
統
的
行
事
も
一
年
間
を
通
し
て
取
り
組
み
、
準
備
を
し
て
い
く
。
鞍
馬
の

火
祭
り
も
例
外
で
は
な
く
、
一
年
を
通
し
て
祭
り
に
向
け
て
の
取
り
組
み
が
鞍
馬
火
祭
保
存

会
を
中
心
に
行
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
鞍
馬
に
は
七
仲
間
（
大
惣
・
名
主
・
宿
直
・
僧
達
・
大
工
衆
・
太
夫
・
脇
）
の
住
民
組
織

が
あ
る
。
尚
、
大
惣
と
脇
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
上
・
中
・
下
が
あ
る
。
様
々
な
準
備
が
仲
間
で

協
力
し
行
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
太
夫
仲
間
は
二
〇
一
四
年
度
現
在
一
軒
で
あ
る
の
で
、
火
祭

り
の
当
日
の
松
明
出
発
は
下
大
惣
仲
間
の
宿
と
し
て
い
る
。

　

本
稿
は
、
上
大
脇
仲
間
、
上
大
惣
仲
間
を
中
心
に
、
調
査
・
取
材
を
し
た
こ
と
に
つ
い
て

述
べ
て
い
く
。

三
、
調
査
方
法

（
一
）
祭
り
の
取
材
・
映
像
の
記
録

　

祭
り
は
、
そ
の
祭
り
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
み
取
材
さ
れ
た
り
映
像
化
さ
れ
た
り
す
る
こ

と
が
多
い
。
し
か
し
、
一
つ
の
祭
り
に
向
け
て
関
わ
る
人
々
は
祭
り
の
当
日
の
み
活
動
を
す 地図 1　京都市左京区鞍馬「由岐神社」
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る
の
で
は
な
い
。
一
年
を
通
し
て
祭
り
の
当
日
に
向
け
て
様
々
な
準
備
や
段
取
り
が
組
ま
れ

て
い
る
。

　

筆
者
が
、
取
材
し
た
「
鞍
馬
の
火
祭
り
」
の
保
存
会
の
方
々
は
、「
祭
り
が
終
わ
る
と
、

次
（
来
年
）
は
ど
う
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
。」
と
言
わ
れ
る
。
一
年
を
通
し
て
そ
の
祭
り
を

捉
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

一
年
の
祭
り
の
取
り
組
み
の
流
れ
を
知
る
と
と
も
に
、
鞍
馬
の
人
々
の
暮
ら
し
や
思
い
、

取
り
巻
く
自
然
や
環
境
を
で
き
る
限
り
取
材
を
す
る
。
つ
ま
り
、
鞍
馬
と
い
う
風
土
と
そ
こ

に
暮
ら
す
人
々
の
思
い
に
迫
る
こ
と
が
祭
り
に
お
け
る
音
楽
・
音
や
動
き
の
根
底
に
あ
る
と

想
定
し
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
取
組
む
。
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
お
い
て
は
、
人
々
の
祭
り

へ
の
取
組
を
映
像
と
音
の
記
録
と
共
に
、
祭
り
に
対
す
る
思
い
や
考
え
の
聞
き
取
り
も
含
め

る
。

（
二
）
記
録
し
た
映
像
・
音
の
視
覚
化
と
比
較
検
証

　

音
楽
・
音
や
人
々
の
動
き
は
、
映
像
や
録
音
と
し
て
記
録
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か

し
、
映
像
や
録
音
だ
け
で
は
比
較
検
証
は
難
し
い
。
そ
こ
で
、
音
楽
・
音
と
人
々
の
動
き
を

明
確
化
し
、
比
較
検
証
す
る
た
め
、
音
楽
・
音
や
人
々
の
動
き
は
楽
譜
と
し
て
記
録
し
、
視

覚
化
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
楽
譜
と
し
て
表
現
し
き
れ
な
い
音
の
長
さ
や
微
妙
な
音
の
高
低

は
、
言
葉
や
注
釈
を
つ
け
約
束
事
を
明
確
に
し
た
記
号
で
補
う
。
人
の
動
き
・
所
作
な
ど

は
、
音
符
で
記
し
た
り
、
記
号
・
図
で
示
し
た
り
す
る
こ
と
で
記
録
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。

　

本
研
究
で
扱
う
の
は
日
本
の
伝
統
的
な
音
楽
・
音
で
あ
る
。
日
本
の
伝
統
的
な
音
楽

（
様
々
な
邦
楽
・
声
明
な
ど
）
は
、
縦
書
き
の
楽
譜
と
し
て
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
口
承
の
み

で
伝
え
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
伝
統
を
正
し
く
伝
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う

思
い
か
ら
日
本
の
伝
統
音
楽
に
お
い
て
も
人
々
が
工
夫
し
た
楽
譜
が
あ
る
。

　

そ
の
一
例
と
し
て
、「
江
差
追
分
基
本
譜
」（
図
1
）（5）
が
あ
る
。
う
ね
る
よ
う
な
曲
線
と
記

号
が
六
線
譜
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
正
調
江
差
追
分
を
伝
え
る
た
め
に
、
平
野
源
三

郎
が
中
心
に
な
り
標
準
の
曲
譜
を
作
成
し
た
。
明
治
四
四
年
、
現
在
の
六
線
に
よ
る
独
自
の

曲
譜
が
で
き
あ
が
っ
た
（6）
。「
も
み
」「
本
す
く
い
」「
す
く
い
」
な
ど
の
歌
い
方
が
六
線
に
音

程
の
高
低
と
共
に
描
か
れ
て
い
る
。
七
節
を
約
二
分
三
十
秒
か
ら
二
分
四
十
秒
で
歌
い
き
る

と
い
う
な
ど
の
約
束
事
も
あ
る
。

　

歌
詞
の
部
分
は
違
う
が
、
小
泉
文
夫
は
五
線
譜
で
「
江
差
追
分
」
を
採
譜
し
て
い
た
。
小

泉
は
、「
Ｌ
は
そ
の
記
号
の
つ
い
て
い
る
音
符
の
本
来
の
音
価
（
音
の
長
さ
）
か
ら
、
そ
の
1.5

倍
の
長
さ
ま
で
の
範
囲
内
で
『
少
し
長
め
の
音
価
』
を
意
味
す
る
。
Ｂ
は
逆
に
、
そ
の
記
号

の
つ
い
て
い
る
音
符
の
、
本
来
の
音
価
か
ら
、
そ
の
四
分
の
三
ま
で
の
範
囲
内
で
『
少
し
短

め
の
音
価
』
を
意
味
す
る
。」
と
、
拍
の
伸
縮
の
記
号
の
定
義
化
を
図
り
採
譜
し
て
い
る

（
図
2
）（7）
。

　

こ
れ
は
、
伝
承
に
重
き
を
置
い
た
楽
譜
で
は
な
く
、「
江
差
追
分
」
と
い
う
民
謡
の
音
の

姿
を
記
録
し
再
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
て
試
し
に
歌
っ
て
も
、
生
き
た
唄
と
し
て

の
「
江
差
追
分
」
は
歌
え
な
い
。
し
か
し
、
音
の
動
き
や
高
低
が
分
か
る
。
記
号
や
言
葉
な

ど
で
、
音
楽
の
動
き
を
補
う
こ
と
で
、
音
楽
・
音
の
記
録
と
し
て
五
線
譜
も
手
段
と
し
て
有

効
で
あ
る
。

図 1　江差追分基本譜　江差追分師匠会承認
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図 4　「ジョン・ケージ〈4 分 33 秒、ピアノ独奏（デヴィッド・チューダーによる復元版）〉」（1989）の楽譜

図 3　西洋音楽の総譜（スコア）：織物（テクスチュア）のように音楽の構成要素と時間が進んでいく

図 2　「江差追分」　小泉文夫「日本の音」1994
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ま
た
、
東
京
都
の
わ
ら
べ
歌
を
採
譜
し
た
小
泉
も
、
音
の
微
妙
な
長
短
・
音
程
に
つ
い
て

は
、
五
線
譜
に
加
え
、
定
義
化
し
た
記
号
を
併
せ
て
記
入
し
、
で
き
る
限
り
正
確
に
原
曲
を

記
譜
す
る
よ
う
に
努
め
て
い
る
。

　

こ
の
二
例
か
ら
、
記
譜
（
音
を
記
録
）
す
る
こ
と
に
は
、
大
き
く
二
つ
の
役
割
が
あ
る
こ

と
が
分
か
る
。
一
つ
は
、
正
し
く
演
奏
、
ま
た
は
、
音
を
再
現
し
て
欲
し
い
が
た
め
に
記
譜

と
い
う
手
段
を
用
い
る
。
様
々
な
西
洋
音
楽
の
作
曲
家
が
記
譜
し
て
残
し
た
音
楽
や
、
正
調

の
「
江
差
追
分
」
を
伝
承
し
て
い
き
た
い
が
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
「
江
差
追
分
基
本
譜
」
は

こ
れ
に
含
ま
れ
る
。

　

も
う
一
つ
は
、
演
奏
さ
れ
た
も
の
を
そ
の
時
の
表
現
の
記
録
と
し
て
、
で
き
る
だ
け
正
確

に
再
現
す
る
た
め
に
記
譜
す
る
も
の
で
あ
る
。
記
譜
す
る
こ
と
に
よ
り
、
次
の
段
階
を
想
定

し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
演
奏
や
表
現
を
説
明
す
る
根
拠
と
す
る
と
共
に
、
視
覚
化
し
比
較
検

証
の
資
料
と
な
る
。

　

音
楽
は
、
時
間
と
共
に
進
ん
で
い
く
（
図
3
）。
筆
者
は
、
日
本
の
伝
統
的
な
行
事
で
あ
る

祭
り
に
つ
い
て
研
究
を
進
め
る
が
、
西
洋
の
総
譜
（
ス
コ
ア
）
が
時
間
的
進
行
と
音
の
風

景
・
祭
り
の
空
間
の
記
録
の
視
覚
化
に
有
効
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
祭
り
の
時
間
的
進
行

を
横
軸
に
設
定
し
、
西
洋
音
楽
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
総
譜
の
リ
ズ
ム
・
旋
律
の
流
れ
や
対

比
、
和
声
の
動
き
の
よ
う
に
、
音
楽
・
音
（
掛
け
声
・
お
囃
子
）
と
人
の
動
き
や
周
り
の
様
子

を
組
み
込
ん
で
記
録
し
て
い
く
。
五
線
譜
に
音
程
・
リ
ズ
ム
の
あ
る
も
の
は
音
符
で
、
そ
れ

で
表
現
し
き
れ
な
い
も
の
は
、
図
形
楽
譜
、
図
・
絵
、
言
葉
、
定
義
化
し
た
記
号
な
ど
で
補

い
、「
祭
り
の
音
風
景
」
と
し
て
視
覚
化
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
。

　

祭
り
の
音
風
景
や
人
の
動
き
と
不
定
形
な
拍
の
流
れ
の
音
楽
の
時
間
の
記
述
に
つ
い
て

「
ジ
ョ
ン
・
ケ
ー
ジ
〈
四
分
三
十
三
秒
、
ピ
ア
ノ
独
奏
（
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
チ
ュ
ー
ダ
ー
に
よ
る
復

刻
版
）〉」（
一
九
八
九
）
の
楽
譜
（
図
4
）（8）
を
参
考
に
し
た
。
五
線
譜
の
下
に
′
1
〝
20
（
1
分

20
秒
）
と
時
間
の
流
れ
が
書
か
れ
て
い
る
。
時
間
の
流
れ
を
上
に
記
す
と
い
う
こ
の
手
法
を

使
う
と
、
一
定
の
拍
の
流
れ
に
乗
ら
な
い
音
楽
・
音
や
人
の
動
き
、
祭
り
で
起
こ
っ
た
出
来

事
も
記
録
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
祭
り
で
の
音
楽
・
音
、
人
の
動
き
、
周
り
の
人
々
の

様
子
や
音
を
音
楽
の
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
、
す
な
わ
ち
構
成
要
素
と
同
様
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ

れ
を
踏
ま
え
て
鞍
馬
の
調
査
を
し
、
分
析
考
察
し
た
。

四
、「
鞍
馬
の
火
祭
り
」
の
取
組
と
音
の
風
景

（
一
）
一
年
を
通
し
て
の
取
組
と
松
明
に
つ
い
て

　

一
年
を
通
し
て
の
取
組
み
を
取
材
し
表
に
ま
と
め
た
（
表
1
）（9）
。
音
楽
が
時
間
の
流
れ
と

共
に
表
現
さ
れ
る
と
同
様
、
祭
り
も
一
年
間
と
い
う
時
の
流
れ
の
中
で
準
備
さ
れ
、
毎
年

脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

　

松
明
の
元
と
な
る
柴
（
ツ
ツ
ジ
の
柴
）
は
六
月
頃
に
刈
り
取
ら
れ
る
。
ま
っ
す
ぐ
伸
び
た
大

人
の
親
指
ぐ
ら
い
の
太
さ
の
小
枝
が
最
も
適
し
て
い
る
。
以
前
は
、
ツ
ツ
ジ
の
柴
だ
け
で
つ

く
ら
れ
て
い
た
が
、
最
近
は
ツ
ツ
ジ
が
少
な
く
な
り
、
他
の
木
の
柴
も
混
ぜ
ら
れ
て
小
柴
の

束
が
つ
く
ら
れ
る
。

　

松
明
を
結
え
、
松
明
を
担
ぐ
時
の
持
ち
手
と
な
る
藤
の
根
に
つ
い
て
は
、
山
中
で
五
月
に

咲
く
藤
の
花
を
見
つ
け
、
そ
の
位
置
に
目
星
を
つ
け
て
お
き
、
秋
に
そ
の
根
を
掘
り
に
行

く
。
近
年
は
鹿
が
増
え
、
良
い
根
が
見
つ
か
り
掘
っ
て
も
、
途
中
で
鹿
に
食
わ
れ
て
長
さ
が

足
ら
ず
使
い
物
に
な
ら
な
い
こ
と
が
増
え
、
困
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

松
明
の
芯
と
な
る
杉
の
木
も
五
月
中
旬
に
準
備
さ
れ
る
。
山
か
ら
切
り
出
し
て
き
た
杉
の

木
は
、
乾
か
し
十
月
ま
で
保
存
さ
れ
る
。

　

い
よ
い
よ
祭
り
の
月
で
あ
る
十
月
に
な
る
と
仲
間
ま
た
は
近
所
の
人
と
協
力
し
て
役
員
が

中
心
に
な
り
松
明
づ
く
り
を
始
め
る
。
松
明
は
、
小
学
校
低
学
年
ぐ
ら
い
の
子
ど
も
達
の
持

つ
ト
ッ
ク
リ
松
明
（
約
十
㎏
）
と
甲
斐
性
松
明
が
あ
る
。
甲
斐
性
松
明
は
小
学
校
高
学
年
ぐ

ら
い
か
ら
大
人
ま
で
が
甲
斐
性
に
応
じ
て
持
つ
、
小
人
用
の
小
松
明
（
約
三
十
㎏
）
は
小
柴

を
一
束
、
少
年
用
の
中
松
明
（
約
六
十
㎏
）
は
小
柴
を
二
束
、
大
人
用
の
大
松
明
（
約
百
二
十

㎏
）
は
小
柴
を
三
束
、
束
ね
て
つ
く
る
。

　

次
に
、
甲
斐
性
松
明
づ
く
り
と
神
楽
松
明
づ
く
り
の
様
子
に
つ
い
て
述
べ
る
。

①　

甲
斐
性
松
明
づ
く
り　

二
〇
一
四
年
十
月
十
二
日

　

甲
斐
性
松
明
は
、
仲
間
、
ま
た
は
、
数
軒
の
家
々
の
男
性
が
協
力
し
て
つ
く
る
。

　

祭
り
当
日
ま
で
の
役
割
と
合
わ
せ
て
、
実
際
松
明
を
担
ぐ
人
々
を
若
衆
、
祭
の
進
行
な
ど

の
役
割
を
担
う
人
々
を
役
員
、
役
員
よ
り
も
年
長
の
経
験
者
は
長
老
と
よ
ば
れ
て
い
る
。
本

稿
で
も
、
呼
称
を
こ
れ
に
合
わ
せ
て
述
べ
る
。

　

ま
ず
ツ
ツ
ジ
の
柴
を
束
ね
る
。
締
め
具
合
な
ど
、
仲
間
で
相
談
し
な
が
ら
行
う
。
経
験
の

豊
か
な
役
員
が
締
め
て
い
く
の
を
、
次
の
世
代
で
あ
る
若
衆
た
ち
が
見
て
実
際
に
束
ね
覚
え

る
（
写
真
1
）。
柴
が
束
ね
ら
れ
る
と
、
こ
わ
（
木
羽
）
と
呼
ば
れ
る
化
粧
板
で
し
っ
か
り
松
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表
1　

鞍
馬

の
火

祭
り

の
1

年
の

流
れ
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明
の
形
を
整
え
て
い
く
（
写
真
2
）。
次
は
、
藤
の
根
で
整
え
ら
れ
た
松
明
を
結
っ
て
い
く
。

更
に
、
松
明
を
担
い
だ
時
の
持
ち
手
と
な
る
部
分
も
藤
の
根
で
つ
く
る
。
役
員
が
巧
み
に

結
っ
て
い
く
が
、
柴
が
燃
え
た
と
き
に
緩
み
が
出
な
い
よ
う
に
木
槌
な
ど
を
使
い
締
め
な
が

ら
結
う
。
役
員
の
締
め
具
合
を
見
て
、
若
衆
も
実
際
に
木
槌
を
使
い
藤
の
根
の
締
め
具
合
を

覚
え
て
い
く
。
長
老
は
、
皆
の
動
き
や
松
明
づ
く
り
の
進
行
や
松
明
の
で
き
具
合
を
見
な
が

ら
次
々
と
段
取
り
を
考
え
、
必
要
な
材
料
の
良
し
悪
し
を
見
て
準
備
を
し
た
り
、
ア
ド
バ
イ

ス
を
し
た
り
す
る
（
写
真
3
）。

　

藤
の
根
の
先
は
、
松
明
の
上
の
所
に
差
し
込
ま
れ
る
。
松
明
を
持
つ
人
が
持
ち
や
す
い
よ

う
に
、
藤
の
根
の
持
ち
手
や
柴
の
出
っ
張
り
が
無
い
か
最
終
点
検
す
る
。
後
日
、「
ニ
オ

イ
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
松
や
に
を
た
っ
ぷ
り
含
ん
だ
松
の
木
の
束
が
差
し
込
ま
れ
、
出
来
上

が
っ
た
松
明
は
、
家
の
前
に
飾
ら
れ
る
（
写
真
4
）。

　

甲
斐
性
松
明
づ
く
り
は
、
長
老
・
役
員
・
若
衆
の
三
世
代
の
方
々
が
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を

担
い
な
が
ら
進
め
ら
れ
る
。
各
々
が
、
常
に
次
の
作
業
の
先
を
読
み
、
阿
吽
の
呼
吸
で
進
め

ら
れ
る
。
松
明
づ
く
り
に
は
、
妥
協
し
て
つ
く
る
と
い
う
場
面
は
見
ら
れ
な
い
。
十
月

二
十
二
日
の
祭
り
の
本
番
に
向
け
て
、
真
剣
に
取
組
ま
れ
る
。
松
明
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と

が
伝
承
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
真
摯
に
心
を
こ
め
て
物
事
に
向
か
う
姿
勢
も
伝
え
ら
れ
て
い

く
。

　

松
明
づ
く
り
の
時
に
、
手
作
り
お
は
ぎ
が
振
舞
わ
れ
た
。
九
〇
歳
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
皮

を
む
い
た
栗
入
り
赤
飯
を
手
作
り
の
餡
で
包
む
。
松
明
づ
く
り
の
進
み
具
合
を
見
て
、
ね
ぎ

ら
い
の
場
を
女
性
の
方
々
は
つ
く
っ
て
い
か
れ
る
。

　

女
性
は
、
松
明
づ
く
り
や
仲
間
の
宿
（
会
所
）
に
神
道
具
を
祀
る
準
備
に
関
わ
る
こ
と
は

無
い
。
し
か
し
、
祭
り
当
日
、
ト
ッ
ク
リ
を
女
子
が
持
っ
た
り
親
族
の
女
性
が
共
に
歩
い
た

り
、
太
鼓
を
た
た
い
た
り
す
る
こ
と
は
あ
る
。
ま
た
、
チ
ョ
ッ
ペ
ン
の
儀
（
鞍
馬
で
の
成
人
式

の
名
残
）
の
後
、
チ
ョ
ッ
ペ
ン
酒
を
振
舞
う
の
は
、
チ
ョ
ッ
ペ
ン
の
儀
を
受
け
た
若
衆
の
母

親
が
着
物
を
着
て
行
う
と
い
う
習
わ
し
が
あ
る
。

②　

神
楽
松
明
づ
く
り　

二
〇
一
四
年
十
月
一
八
日

　

祭
り
の
フ
ィ
ナ
ー
レ
に
お
い
て
、
神
輿
の
後
方
に
付
き
巡
行
し
、
御
旅
所
の
中
を
三
回
半

周
回
す
る
四
本
の
神
楽
松
明
は
そ
れ
ぞ
れ
の
仲
間
か
ら
役
員
が
集
ま
り
御
旅
所
で
つ
く
ら
れ

る
。
最
後
に
、「
ニ
オ
イ
」
が
松
明
の
先
端
に
埋
め
込
ま
れ
る
。
埋
め
込
む
た
め
に
、
大
き

な
木
槌
で
杉
の
木
を
打
ち
込
み
、
し
っ
か
り
束
ね
た
柴
に
そ
れ
を
埋
め
込
む
場
所
を
つ
く
る

写真 4　出来上がった甲斐性松明は家の前に飾られる 写真 2　「こわ（木羽）」で松明の形を整える

写真 3　 役員が結えるのを見て若衆が結い方を覚える。後方で
は、長老が次の作業に必要な藤の根の良し悪しを選ん
でいる

写真 1　柴をしっかり束ねる
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（
写
真
5
）。
次
に
、「
ニ
オ
イ
」
を
木
槌
で
打
ち
込
む
。「
こ
わ
（
木
羽
）」
と
柴
の
間
に
飾
り

を
つ
け
そ
れ
を
ひ
も
で
つ
な
い
で
き
れ
い
に
輪
に
な
る
よ
う
に
仕
上
げ
る
（
写
真
6
）。
各
仲

間
か
ら
集
ま
る
人
々
で
は
あ
る
が
、
手
際
よ
く
協
力
し
つ
く
ら
れ
る
。

　

神
楽
松
明
づ
く
り
に
お
い
て
も
、
気
持
ち
の
良
い
協
力
体
制
で
松
明
づ
く
り
が
進
め
ら
れ

る
。
祭
本
番
に
向
け
て
、
松
明
づ
く
り
も
時
間
の
流
れ
に
の
り
、
無
駄
な
く
順
序
良
く
進
め

ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
役
員
か
ら
次
の
世
代
へ
の
伝
承
が
な
さ
れ
て
い
る
賜

物
で
あ
る
。

　

火
祭
り
の
当
日
に
向
け
て
、
一
年
間
の
時
の
流
れ
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
秋
の
松
明
づ

く
り
に
向
け
て
春
か
ら
、
小
柴
と
な
る
ツ
ツ
ジ
や
藤
の
根
の
目
印
と
な
る
藤
の
花
の
位
置
を

確
か
め
材
料
の
目
星
を
つ
け
る
な
ど
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
火
祭
り
の
十
月
に
な
る

と
、
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
松
明
作
り
が
始
ま
る
。
十
月
十
六
日
に
は
、
宵
宮
祭
、
十

月
二
十
二
日
に
は
、
例
祭
、
神
幸
祭
、
山
門
前
祭
、
御
旅
所
祭
、
十
月
二
十
三
日
に
は
、
還

幸
祭
、
御
旅
所
祭
、
本
殿
祭
が
執
り
行
わ
れ
る
。

　
「
鞍
馬
の
火
祭
り
」
の
三
日
間
の
流
れ
を
表
2
に
記
し
た
（
表
2
）（10）
。

（
二
）
掛
け
声
と
人
の
動
き

　

次
に
掛
け
声
と
人
の
動
き
を
、「
子
ど
も
達
の
松
明
（
ト
ッ
ク
リ
）」、「
地
元
で
育
っ
て
い
な

い
人
が
入
っ
た
甲
斐
性
松
明
（
Ｙ
家
）」、「
地
元
で
育
っ
た
人
が
担
い
だ
甲
斐
性
松
明
（
Ｍ

家
）」
に
つ
い
て
、
取
材
よ
り
得
た
記
録
を
記
譜
し
た
。
記
譜
よ
り
、
人
の
掛
け
声
と
動
き

と
時
間
の
流
れ
を
分
析
・
比
較
す
る
。
ま
た
、「
御
旅
所
で
の
掛
け
声
・
動
き
の
コ
ー
ル
＆

レ
ス
ポ
ン
ス
」
に
つ
い
て
も
、
個
々
の
人
の
掛
け
声
と
動
き
と
参
加
者
の
共
鳴
を
分
析
・
比

較
す
る
。

　

ク
ラ
ッ
シ
ッ
ク
の
演
奏
で
あ
る
が
、
同
じ
交
響
曲
の
演
奏
で
あ
っ
て
も
年
代
が
古
い
カ
ー

ル
・
ベ
ー
ム
演
奏
の
速
度
が
遅
く
、
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
カ
ラ
ヤ
ン
、
小
澤
征
爾
と
時

代
が
進
む
に
つ
れ
て
速
く
な
る
。
例
え
ば
、
ル
ー
ド
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
フ
ァ
ン
・
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン

の
交
響
曲
第
五
番
ハ
短
調
作
品
67
「
運
命
」
の
第
一
楽
章
を
一
例
と
す
る
と
、
ベ
ー
ム
は
約

八
分
二
六
秒
（
一
九
七
七
年
ウ
ィ
ー
ン
・
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
管
弦
楽
団
）（11）
、
カ
ラ
ヤ
ン
は
約
七
分

十
八
秒
（
一
九
八
三
年
ベ
ル
リ
ン
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
）（12）
、
小
澤
征
爾
は
約
七
分
二
九
秒

（
一
九
九
〇
年
バ
イ
エ
ル
ン
放
送
交
響
楽
団
）（13）
の
時
間
で
演
奏
さ
れ
て
い
る
。
個
々
の
指
揮
者
の
演

奏
の
意
図
や
個
性
と
い
う
も
の
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
ベ
ー
ム
と
カ
ラ
ヤ
ン
、
小
澤
征
爾
と

は
同
じ
曲
で
あ
り
な
が
ら
一
分
前
後
の
違
い
が
あ
る
。
他
の
曲
や
、
演
奏
者
に
つ
い
て
比
較

写真 6　「ニオイ」を入れ、飾りもつける

写真 7　 火祭り当日のトックリが飾られた家とエジ（家の前に
は、祭りの当日神事ぶれの後、火がともされる）

写真 5　神楽松明の「ニオイ（松）」を入れる場所をつくる
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写真 8　火祭り当日の鎧飾りと神楽松明

写真 9　火祭りの装束の家族
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表
２

　
鞍

馬
の

火
祭

り
の

3
日

間
の

流
れ
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地図 2　鞍馬の火祭り神事ぶれ、甲斐性松明（上大脇仲間若衆Ｍ家）の動き
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し
て
も
面
白
い
結
果
が
見
え
て
く
る
可
能
性
が
高
い
。
筆
者
は
、
ベ
ー
ム
指
揮
の
演
奏
を
聴

い
た
が
、
そ
の
時
は
大
変
切
迫
感
の
あ
る
演
奏
で
あ
る
と
感
じ
、
時
代
の
背
景
が
、
演
奏
の

速
度
を
つ
く
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

火
祭
り
に
お
い
て
も
、
同
様
に
、
掛
け
声
の
掛
け
方
や
動
き
が
年
齢
の
高
い
人
は
ゆ
っ
く

り
、
若
い
人
は
速
い
の
で
は
な
い
か
と
予
想
し
て
い
た
。
ま
た
、
鞍
馬
に
は
大
き
く
分
け
て

七
つ
の
仲
間
が
あ
る
。
仲
間
に
よ
り
違
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
た
が
、
こ
れ
は

今
後
の
課
題
で
あ
る
。

　

二
〇
一
四
年
度
の
火
祭
り
に
お
い
て
筆
者
は
、
子
ど
も
達
が
ト
ッ
ク
リ
と
い
わ
れ
る
松
明

を
担
い
で
歩
く
様
子
、
大
人
が
甲
斐
性
松
明
と
呼
ば
れ
る
約
百
二
十
㎏
あ
る
大
き
な
松
明
を

担
い
で
歩
く
様
子
を
取
材
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

ま
た
、
御
旅
所
で
行
わ
れ
る
火
祭
り
の
フ
ィ
ナ
ー
レ
「
三
願
の
礼
」
に
お
い
て
、
甲
斐
性

松
明
を
担
い
で
い
た
若
衆
た
ち
が
、「
サ
イ
レ
イ
ヤ　

サ
イ
リ
ョ
ウ
」「
ヨ
ー
イ
ヨ
イ
」
と
掛

け
声
を
か
け
た
り
、
手
拍
子
を
入
れ
な
が
ら
掛
け
声
に
合
わ
せ
て
動
い
た
り
す
る
姿
も
興
味

深
く
取
材
し
た
。

　

地
図
に
は
、
由
岐
神
社
・
由
岐
神
社
御
旅
所
・
仲
間
の
宿
、
十
月
二
十
二
日
の
神
事
ぶ

れ
・
甲
斐
性
松
明
（
地
元
の
若
者
Ｍ
家
）
の
動
き
と
述
べ
る
音
楽
・
音
と
動
き
の
記
録
を
と
っ

た
場
所
を
記
し
た
（
地
図
2
）。

①　

子
ど
も
達
の
松
明
（
ト
ッ
ク
リ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
子
ど
も
女
子
二
人
、
大
人
男
性
一
人
〕（
図
5
）

　

鞍
馬
の
火
祭
り
は
神
事
ぶ
れ
の
後
、
ま
ず
ト
ッ
ク
リ
と
言
わ
れ
る
小
さ
な
松
明
か
ら
巡
行

が
始
ま
る
。

　

子
ど
も
達
の
掛
け
声
と
動
き
は
、
ほ
ぼ
等
速
で
単
調
な
歩
み
で
あ
る
。
子
ど
も
の
足
の
運

び
と
「
サ
イ
レ
イ
ヤ　

サ
イ
リ
ョ
ウ
」
と
い
う
掛
け
声
と
が
規
則
正
し
い
リ
ズ
ム
で
進
ん
で

い
く
。
共
に
歩
く
大
人
の
人
た
ち
も
、
こ
の
等
速
の
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
ト
ッ
ク
リ
に
手
を
添
え
て
持
っ
て
い
る
大
人
の
掛
け
声
と
子
ど

も
の
掛
け
声
が
、
交
互
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（

）。
松
明
に
手
を
添
え
て
い

る
大
人
は
、
子
ど
も
達
の
祖
父
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
自
分
が
昔
、
ま
ず
ト
ッ
ク
リ
、
次

に
、
甲
斐
性
松
明
を
担
ぎ
、
チ
ョ
ッ
ペ
ン
の
儀
を
経
験
し
、
神
楽
松
明
で
祭
り
の
フ
ィ
ナ
ー

レ
ま
で
、
祭
り
を
担
っ
て
い
た
こ
と
を
子
ど
も
達
に
伝
え
よ
う
と
、
松
明
を
担
ぐ
子
ど
も
の

歩
み
を
思
い
子
ど
も
の
歩
み
に
合
っ
た
速
さ
を
考
え
て
歩
ん
で
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
子
ど

図 5　子ども松明（トックリ）の音楽・音と動きの様子
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も
達
に
伝
え
る
た
め
に
、
掛
け
声
は
子
ど
も
達
を
リ
ー
ド
す
る
形
に
な
り
掛
け
合
い
の
か
た

ち
を
な
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
横
を
一
緒
に
歩
い
て
い
る
大
人
た
ち
は
、
子
ど
も
と
一
緒
に
声
を
発
し
て
い

る
。（
⬆ 
⬇
）
こ
の
大
人
た
ち
は
子
ど
も
達
の
母
親
と
祖
母
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
子
ど

も
達
と
歩
み
と
掛
け
声
を
共
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
子
ど
も
達
へ
の
励
ま
し
の
思
い
が
詰

ま
っ
て
い
る
。

　
「
サ
イ
レ
イ
ヤ　

サ
イ
リ
ョ
ウ
」
と
い
う
掛
け
声
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
や
や
子
ど
も
達

の
ほ
う
が
音
程
は
高
い
。
し
か
し
、
掛
け
声
の
頭
に
ア
ク
セ
ン
ト
が
あ
る
こ
と
や
、
語
尾
を

や
や
上
げ
気
味
に
伸
ば
す
こ
と
は
共
通
し
た
音
の
動
き
と
な
っ
て
い
る
。
大
人
と
共
に
掛
け

声
を
発
す
る
こ
と
で
、
掛
け
声
の
ア
ク
セ
ン
ト
や
抑
揚
が
共
通
の
も
の
と
な
り
伝
承
さ
れ
て

い
く
こ
と
が
分
か
る
。

　

火
の
つ
い
た
ト
ッ
ク
リ
を
担
ぐ
こ
と
は
、
鞍
馬
の
子
ど
も
達
に
と
っ
て
は
、
一
人
前
に
な

る
第
一
歩
を
歩
み
だ
し
た
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
子
ど
も
達
に
、
す
れ
違
う
大
人
の

人
々
は
、
子
ど
も
達
の
速
度
や
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
た
手
拍
子
を
送
っ
て
い
る
。（

）

ま
た
、
街
道
で
見
て
い
る
人
は
、
子
ど
も
達
の
歩
み
の
速
度
に
合
わ
せ
て
、
掛
け
声
を
か
け

る
と
共
に
、
手
を
前
後
に
動
か
し
て
子
ど
も
達
を
見
守
っ
て
い
る
。（

）
将
来
祭
り

を
担
う
子
ど
も
達
に
共
感
す
る
姿
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

②　

大
人
の
松
明
（
甲
斐
性
松
明
）

　

子
ど
も
達
の
松
明
の
次
は
い
よ
い
よ
甲
斐
性
松
明
が
出
る
。
こ
の
松
明
は
甲
斐
性
に
合
わ

せ
て
担
ぐ
松
明
と
呼
ば
れ
、
三
十
㎏
か
ら
百
二
十
㎏
ほ
ど
の
重
さ
の
も
の
が
あ
る
。
二
人
で

担
が
れ
る
こ
と
が
多
い
。
取
材
で
き
た
の
は
、
約
百
二
十
㎏
の
甲
斐
性
松
明
を
担
ぐ
人
々
で

あ
っ
た
。

② 

―
1　

地
元
で
育
っ
て
い
な
い
人
が
入
っ
た
甲
斐
性
松
明
に
つ
い
て
（
Ｙ
家
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

②
―
1
前
半
〔
父
、
次
男
、
長
女
の
夫
〕（
図
6
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

②
―
1
後
半
〔
父
、
次
男
、
長
女
の
夫
〕（
図
7
）

　

大
人
の
松
明
で
あ
る
が
、
Ｙ
家
の
当
主
（
以
下
本
論
文
中
で
は
父
と
表
記
）
六
〇
歳
代
、
次

男
、
長
女
の
夫
共
に
三
〇
歳
代
の
様
子
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
父
と
次
男
は
鞍
馬
の
地
元
の

人
で
あ
る
。
長
女
の
夫
は
三
度
目
の
火
祭
り
の
参
加
で
、
地
元
出
身
で
は
な
い
。

　

は
じ
め
は
、
何
と
か
松
明
に
火
を
つ
け
、
担
い
で
家
か
ら
街
道
ま
で
出
て
き
た
が
、
な
か

図 6　大人（地元で育っていない人を含む）松明（甲斐性松明）の音楽・音と動きの様子
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な
か
掛
け
声
も
出
ず
歩
く
の
が
や
っ
と
の
状
態
で
あ
る
。
父
が
「
ハ
イ
！
ハ
イ
！
」
と
い
う

激
励
の
言
葉
や
、
燃
え
盛
る
松
明
へ
水
を
掛
け
る
な
ど
、
掛
け
声
を
出
し
前
進
で
き
る
よ
う

に
と
働
き
か
け
る
が
、
歩
く
リ
ズ
ム
は
先
に
紹
介
し
た
子
ど
も
達
の
松
明
と
同
じ
よ
う
に
単

調
な
足
運
び
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
時
子
ど
も
達
の
大
き
な
掛
声
の
松
明
と
す
れ
違
う
。
父
は
「
え
え
加
減
、

サ
イ
レ
イ
ャ
サ
イ
リ
ョ
ウ
言
え
や
。
お
父
ち
ゃ
ん
が
言
う
た
後
に
」
と
激
励
の
言
葉
を
発
す

る
。
そ
の
後
、
下
記
の
大
人
の
松
明
の
後
半
の
よ
う
に
、
父
が
先
頭
に
立
ち
松
明
を
担
ぎ
掛

け
声
も
大
き
く
か
け
る
。

　

父
は
、「
サ
イ
」
と
掛
け
声
を
い
う
と
き
に
声
も
大
き
く
、
足
運
び
に
も
重
心
が
か
か
る

（　

−　
）。
ま
た
「
レ
イ
ヤ
」
と
「
リ
ョ
ウ
」
の
掛
け
声
は
付
点
の
リ
ズ
ム
で
、
足
運
び
も

付
点
が
入
り
掛
け
声
と
一
致
し
た
運
び
（

⬆ 

⬇
）
に
な
っ
て
い
る
。
全
て
の
掛
け
声
・

足
運
び
が
一
定
の
リ
ズ
ム
で
は
な
い
が
、
明
ら
か
に
子
ど
も
達
の
掛
け
声
・
足
運
び
や
、
次

男
・
長
女
の
夫
の
も
の
と
は
違
う
。
父
は
、
息
子
た
ち
を
横
で
見
守
り
励
ま
す
だ
け
で
止
ま

ろ
う
と
考
え
て
い
た
に
は
違
い
な
い
が
、
今
ま
で
の
祭
り
の
経
験
を
伝
え
よ
う
と
い
う
熱
意

か
ら
自
ら
先
頭
に
立
ち
、
伝
承
す
る
こ
と
を
行
っ
た
。
す
る
と
、
父
と
同
じ
よ
う
な
足
運
び

や
掛
け
声
に
な
る
ま
で
は
至
ら
な
い
が
、
息
子
た
ち
は
腰
に
力
が
入
り
進
む
よ
う
に
な
り
、

掛
け
声
の
声
も
出
て
く
る
。

　

伝
統
文
化
は
口
承
で
伝
承
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
正
に
そ
の
姿
で
あ
る
。
二
〇
一
五
年

度
も
Ｙ
家
の
足
運
び
・
掛
け
声
を
取
材
し
、
こ
の
二
〇
一
四
年
度
の
松
明
の
記
録
と
比
較
し

て
い
き
た
い
。

② 

―
2　

地
元
で
育
っ
た
人
が
担
い
だ
甲
斐
性
松
明
に
つ
い
て
（
Ｍ
家
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

②
―
2
〔
地
元
の
若
衆
〕（
図
8
）

　

同
じ
甲
斐
性
松
明
で
あ
る
が
、
地
元
で
生
ま
れ
育
っ
た
人
が
そ
れ
を
担
い
だ
様
子
に
つ
い

て
述
べ
る
。

　

掛
け
声
の
言
葉
が
明
瞭
で
リ
ズ
ム
が
一
定
で
あ
る
。「
サ
イ
」
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
置
き
前

に
進
ん
で
い
る
。
次
に
、
足
の
運
び
で
あ
る
が
、
二
歩
目
の
足
が
前
進
す
る
が
、
リ
ズ
ミ
カ

ル
な
動
き
で
一
歩
目
の
足
に
引
き
寄
せ
る
か
の
運
び
、
す
ぐ
に
前
進
さ
せ
る
。
そ
の
こ
と
に

よ
り
、
松
明
の
重
さ
を
上
手
く
逃
が
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
動
き
は

力
の
無
駄
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
も
な
く
進
む
。
松
明
が
、
浮
き
上
が
る
よ
う
に
リ
ズ
ミ
カ
ル

図 7　大人（地元で育っていない人を含む）松明甲斐性松明の音楽・音と動きの様子
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に
運
ば
れ
て
い
く
。
見
て
い
る
者
に
も
、
松
明
の
重
さ
や
火
の
つ
い
た
思
い
松
明
を
長
い
距

離
担
い
で
歩
く
苦
し
さ
と
い
う
も
の
を
感
じ
さ
せ
な
い
。

　

ま
た
、
こ
の
若
衆
の
松
明
の
足
運
び
は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
息
子
た
ち
に
松
明
の
担
ぎ
方
を

伝
承
と
し
て
い
た
父
の
足
運
び
と
似
て
い
る
。
鞍
馬
の
人
々
は
、
こ
の
よ
う
な
リ
ズ
ム
を

持
っ
た
足
運
び
で
松
明
を
担
い
で
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
進
行
方
向
に
向
け

て
、
肩
や
上
半
身
も
前
方
を
向
い
て
い
る
（
写
真
10
）。

　

こ
の
リ
ズ
ム
感
あ
る
担
ぎ
方
・
足
運
び
は
、
ど
こ
か
ら
由
来
し
て
き
た
の
か
。
鞍
馬
は
山

に
囲
ま
れ
た
土
地
で
あ
る
。
松
明
は
、
火
が
付
き
や
す
い
ニ
オ
イ
と
呼
ば
れ
る
松
の
木
を
入

れ
、
ツ
ツ
ジ
の
柴
を
束
ね
、
杉
の
木
を
芯
に
し
て
形
作
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
藤
の
根
で
縛
り

持
ち
や
す
い
よ
う
に
す
る
。
全
て
鞍
馬
周
辺
の
山
に
あ
る
木
の
特
性
を
生
か
し
た
材
料
で
松

図 8　大人（地元の若衆）の松明（甲斐性松明）の音楽・音と動きの様子

写真 10　Ｍ家の若衆（松明後方を担ぐ）
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明
は
作
ら
れ
て
い
る
。

　

今
で
は
、
林
業
を
専
業
と
さ
れ
て
い
る
方
は
少
な
い
が
、
山
で
収
穫
し
た
も
の
を
担
ぐ
と

い
う
労
働
の
知
恵
が
松
明
の
担
ぎ
方
や
足
運
び
を
生
み
出
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

松
明
を
担
い
だ
経
験
の
あ
る
役
員
に
聞
く
と
、「
松
明
の
足
の
運
び
は
、
四
股
（
し
こ
）
を

ふ
む
よ
う
に
す
る
。
肩
に
松
明
を
乗
せ
る
の
で
は
な
く
、
首
の
後
ろ
に
担
ぐ
。」
と
伝
え
て

い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
独
特
の
、
進
行
方
向
に
進
め
る
足
を
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
動
か
し
、

腰
を
落
と
し
四
股
を
ふ
む
と
い
う
の
は
、
日
本
独
特
の
様
々
な
動
き
に
通
じ
る
も
の
が
見
え

て
く
る
。

　
「
四
股
を
ふ
む
」
と
い
う
こ
と
や
、
右
足
・
右
手
に
重
心
が
か
か
る
、
次
は
左
足
・
左
手

に
重
心
が
か
か
る
と
い
う
の
は
、
日
本
の
武
道
や
踊
り
な
ど
の
文
化
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
今
後
の
課
題
と
し
て
い
き
た
い
。

③　

子
ど
も
の
松
明
・
大
人
の
松
明
の
比
較
（
図
9
）

　

子
ど
も
達
、
地
元
で
生
活
し
て
い
な
い
人
、
地
元
で
生
ま
れ
育
っ
た
人
は
、
松
明
を
担

ぎ
、
掛
け
声
を
掛
け
な
が
ら
歩
く
。
そ
の
三
者
の
掛
け
声
と
足
運
び
を
比
較
す
る
。

　

時
間
を
縦
に
揃
え
て
比
較
す
る
と
、
子
ど
も
の
掛
け
声
・
足
運
び
は
大
人
の
約
二
倍
か

か
っ
て
い
る
。
大
人
の
ほ
う
は
、
足
の
動
き
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
速
さ
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ

る
。
子
ど
も
達
は
、
松
明
を
担
ぐ
の
は
大
人
の
力
を
借
り
て
い
る
。
重
い
松
明
を
上
手
く
担

い
で
進
む
と
い
う
よ
り
、
掛
け
声
を
掛
け
な
が
ら
周
り
の
人
と
合
わ
せ
て
、
松
明
は
肩
に
乗

せ
て
進
む
と
い
う
姿
で
あ
る
。
普
段
の
歩
く
と
い
う
動
作
か
ら
、
担
い
で
進
む
と
い
う
動
作

へ
の
移
行
は
見
ら
れ
な
い
。
同
様
に
、
地
元
で
育
っ
て
い
な
い
人
や
経
験
の
浅
い
人
も
同

様
、
松
明
は
肩
に
乗
せ
て
普
段
の
よ
う
に
歩
く
と
い
う
姿
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
地
元
で
育
ち
幼
い
時
よ
り
火
祭
り
に
参
加
し
、
先
輩
た
ち
の
姿
を
見
た
り
経
験

の
あ
る
人
か
ら
も
ア
ド
バ
イ
ス
を
も
ら
っ
た
り
し
て
い
る
人
は
、
担
ぎ
方
も
肩
で
は
な
く
首

の
後
ろ
の
ほ
う
に
乗
せ
て
い
る
。
ま
た
、
足
の
運
び
も
松
明
の
重
さ
を
上
手
く
生
か
し
、
又

は
、
逃
が
す
た
め
に
、
腰
を
落
と
し
足
の
運
び
に
も
独
特
の
動
き
と
リ
ズ
ム
が
あ
る
。
地
元

の
若
衆
の
足
運
び
と
、
甲
斐
性
松
明
を
担
ぐ
担
い
手
の
熟
練
者
で
あ
る
長
老
の
父
の
足
運
び

と
は
掛
け
声
の
「
サ
イ
」
の
時
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
置
く
と
同
時
に
、
足
運
び
の
方
も
重
心
を

前
に
出
し
た
足
に
か
け
上
半
身
も
出
し
た
足
と
同
じ
方
向
に
向
い
て
進
ん
で
い
る
。

　

子
ど
も
達
も
、
新
し
く
祭
り
に
参
加
し
た
人
々
も
、
毎
年
、
経
験
の
あ
る
人
の
動
き
を
見

て
学
ぶ
う
ち
に
、
速
度
や
足
運
び
の
違
い
が
出
て
く
る
も
の
と
予
想
す
る
。
現
に
、
子
ど
も

達
の
掛
け
声
に
は
「
サ
イ
」
に
力
が
込
め
ら
れ
て
お
り
、
一
緒
に
歩
く
大
人
た
ち
の
真
似
を

し
て
い
る
。
子
ど
も
達
や
新
し
く
祭
り
に
参
加
し
た
人
々
の
姿
は
、
継
続
し
て
見
る
こ
と
に

価
値
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
経
験
の
あ
る
人
の
掛
け
声
や
動
き
を
見
聞
き
し
て
、
自
ら
松

明
を
担
い
で
、
祭
り
の
音
楽
と
動
き
を
自
分
の
も
の
と
し
て
い
く
こ
と
が
祭
と
い
う
文
化
を

継
承
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

図 9　子どもの松明・大人の松明の音楽・音と動きの比較
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④　

御
旅
所
で
の
掛
け
声
・
動
き
の
コ
ー
ル
＆
レ
ス
ポ
ン
ス
（
図
10
）

　

火
祭
り
も
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
な
り
、
上
の
仲
間
か
ら
下
の
仲
間
か
ら
の
神
輿
・
神
楽
松

明
や
剣
鉾
が
御
旅
所
に
集
結
す
る
。
神
楽
松
明
も
御
旅
所
で
担
が
れ
練
り
歩
く
が
、
そ
の
前

に
甲
斐
性
松
明
を
担
い
で
い
た
若
衆
た
ち
が
御
旅
所
の
前
で
輪
に
な
り
「
サ
イ
レ
イ
ヤ　

サ

イ
リ
ョ
ウ
」
の
掛
け
声
と
足
踏
み
を
す
る
姿
が
見
ら
れ
た
。

　

一
人
が
「
サ
イ
レ
イ
ヤ　

サ
イ
リ
ョ
ウ
」
と
自
分
の
速
さ
と
音
高
・
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン

で
言
う
と
輪
に
な
っ
た
全
員
が
そ
れ
を
同
じ
よ
う
に
声
を
出
し
足
踏
み
を
す
る
。
十
回
ほ
ど

繰
り
返
さ
れ
、
ま
た
次
の
若
衆
が
、
先
ほ
ど
の
若
衆
と
違
っ
た
自
分
の
速
さ
と
音
高
・
イ
ン

ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
で
「
サ
イ
レ
イ
ヤ　

サ
イ
リ
ョ
ウ
」
と
掛
け
声
を
掛
け
、
自
分
の
掛
け
声
に

合
っ
た
足
の
動
き
を
す
る
。
こ
れ
が
、
繰
り
返
さ
れ
る
。
同
じ
言
葉
で
あ
り
基
本
は
同
じ
動

き
で
あ
る
が
、
各
々
が
自
分
の
個
性
を
主
張
す
る
か
の
よ
う
に
異
な
っ
た
速
さ
と
音
高
・
イ

ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
で
表
現
す
る
。
そ
れ
を
皆
が
真
似
を
す
る
。（

）

　

そ
の
若
衆
の
一
人
で
あ
る
Ａ
さ
ん
の
掛
け
声
は
、
松
明
を
運
ぶ
速
さ
と
同
じ
よ
う
な
速
さ

で
表
現
し
て
い
る
。

図 10　御旅所前での音楽・音と動きの様子
Ａさん・Ｂさんがリードするコール＆レスポンス

（御旅所祭の前に甲斐性松明を持っていた若者が円陣になって）
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Ａ
さ
ん
は
こ
の
日
、「
神
事
ぶ
れ
」
の
後
、
山
門
へ
行
き
、
各
仲
間
の
宿
に
集
結
し
て
、

ま
た
山
門
へ
と
向
か
い
、
そ
し
て
、「
山
門
前
祭
」
を
行
い
神
輿
渡
行
は
チ
ョ
ッ
ペ
ン
の
儀

の
後
、
山
門
か
ら
鞍
馬
温
泉
ま
で
行
き
、
ま
た
お
旅
所
ま
で
担
い
で
き
た
。
Ａ
さ
ん
の
リ
ー

ド
は
、
そ
の
歩
く
速
さ
と
似
た
テ
ン
ポ
で
あ
る
。
甲
斐
性
松
明
や
神
輿
を
担
ぎ
切
っ
た
喜
び

を
感
じ
る
。
Ａ
さ
ん
の
掛
け
声
に
、
円
陣
を
組
ん
で
い
る
人
た
ち
、
周
り
に
い
る
人
た
ち
は

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
祭
へ
の
高
揚
感
を
抱
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

コ
ー
ル
＆
レ
ス
ポ
ン
ス
が
何
組
か
続
い
た
後
、
Ｂ
さ
ん
の
番
に
き
た
。
Ｂ
さ
ん
は
、
急
に

拍
の
長
さ
を
二
倍
に
と
り
「
サ
イ
」
に
重
き
を
置
き
粘
る
感
じ
で
言
い
、「
リ
ョ
ウ
」
も
最

後
に
「
ウ
」
で
は
な
く
「
オ
」
に
近
い
発
音
で
長
く
引
っ
張
っ
て
伸
ば
す
表
現
を
す
る
。
強

い
自
己
主
張
を
感
じ
る
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
を
皆
が
答
え
て
同
じ
表
現
を
す
る
。（

）。

　

拍
の
長
さ
を
二
倍
に
と
る
こ
と
に
よ
り
、
間
が
抜
け
た
表
現
に
な
ら
な
い
よ
う
に
Ｂ
さ
ん

は
、
粘
っ
た
感
じ
で
「
サ
イ
レ
イ
ヤ　

サ
イ
リ
ョ
オ
ー
」
と
掛
け
声
を
掛
け
る
。
特
に

「
リ
ョ
ウ
」
で
終
わ
ら
ず
最
後
の
「
ウ
」
を
「
オ
ー
」
と
し
て
、
民
謡
の
生
み
字
の
よ
う
に

表
現
し
て
い
る
。
手
拍
子
も
動
き
も
、
そ
れ
に
合
わ
せ
拍
を
二
倍
に
数
え
る
よ
う
な
感
じ
に

な
る
。
Ｂ
さ
ん
が
表
現
し
た
の
を
受
け
て
、
全
員
が
掛
け
声
の
調
子
を
真
似
、
即
興
的
に
手

拍
子
や
動
き
も
合
わ
せ
て
変
え
る
。

　

Ｂ
さ
ん
の
掛
け
声
は
、
速
さ
も
粘
っ
た
感
じ
で
あ
っ
た
が
、
音
の
高
さ
も
低
い
。
音
の
高

さ
が
低
く
な
る
と
、
掛
け
声
の
迫
力
も
違
っ
て
く
る
。
他
の
人
た
ち
も
、
直
ち
に
Ｂ
さ
ん
と

同
じ
低
い
音
高
で
声
を
出
し
、
共
に
表
現
す
る
こ
と
を
楽
し
ん
で
い
た
。

　

こ
の
、
個
別
性
と
集
団
性
が
、
鞍
馬
の
火
祭
り
が
、
個
々
の
人
を
生
か
し
つ
つ
、
雄
大
な

火
祭
り
が
行
わ
れ
る
象
徴
の
よ
う
で
あ
る
。
自
己
の
主
張
と
各
々
一
人
一
人
を
認
め
、
同
じ

掛
け
声
を
共
有
す
る
。
自
己
の
主
張
が
認
め
ら
れ
、「
鞍
馬
の
火
祭
り
」
の
中
で
の
自
分
の

役
割
を
果
た
し
た
喜
び
や
自
己
有
用
感
、
祭
り
の
仲
間
と
の
連
帯
感
、
地
域
へ
の
愛
情
が
湧

い
て
く
る
よ
う
に
感
じ
る
。
周
り
で
見
て
い
る
人
々
も
、
祭
り
の
充
実
感
・
成
就
感
を
感
じ

る
。
祭
り
に
参
加
し
た
人
々
全
員
が
一
体
と
な
り
祭
り
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
へ
と
向
か
う
。

あ
と
が
き

　

人
は
生
涯
、
様
々
な
場
面
に
お
い
て
、
個
々
の
創
造
的
な
能
力
の
発
揮
を
求
め
ら
れ
る
。

「
生
涯
勉
強
で
す
。」「
ま
だ
ま
だ
学
ば
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。」
と
い
う
言
葉
は
、
人
は
創

造
的
で
あ
り
常
に
成
長
し
て
い
き
た
い
と
願
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

　
「
鞍
馬
の
火
祭
り
」
の
取
材
を
通
し
て
、
人
々
が
鞍
馬
と
い
う
風
土
の
中
で
生
活
し
、
四

季
の
移
り
変
わ
り
や
時
の
流
れ
と
共
に
、
人
と
共
に
祭
り
を
伝
承
し
て
い
く
姿
を
見
い
出
す

こ
と
が
で
き
た
。
松
明
作
り
、
松
明
の
掛
け
声
・
足
運
び
も
人
々
の
知
恵
に
基
づ
き
伝
え
ら

れ
て
い
る
。
経
験
者
か
ら
次
の
世
代
へ
伝
え
て
い
く
姿
が
様
々
な
場
面
で
見
ら
れ
る
。
松
明

を
つ
く
る
時
も
、
柴
の
束
ね
方
、
藤
の
根
の
締
め
方
、
結
え
方
な
ど
、
言
葉
と
共
に
実
際
に

経
験
者
が
実
際
に
技
を
見
せ
る
。
宿
の
飾
り
つ
け
も
、
同
様
に
段
取
り
良
く
宿
の
仲
間
で
進

め
ら
れ
る
。
祭
り
の
進
行
も
、
経
験
の
あ
る
役
員
が
指
図
を
す
る
と
い
う
形
で
は
な
く
、
役

員
が
祭
り
の
時
間
的
な
流
れ
の
一
歩
先
を
見
据
え
た
形
で
進
め
て
い
く
。
先
を
読
ん
で
い
く

と
い
う
の
は
、
時
間
的
芸
術
で
あ
る
音
楽
と
同
じ
要
素
が
あ
る
。
音
楽
も
、
時
間
の
流
れ
の

そ
の
場
に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
な
く
、
次
の
音
の
動
き
の
予
兆
を
感
じ
見
据
え
て
進
ん
で
い

く
。

　

祭
り
の
一
年
間
、
当
日
を
挟
ん
だ
日
の
流
れ
は
、
約
束
事
や
慣
習
と
い
う
言
葉
で
く
く
る

こ
と
も
で
き
る
が
、
実
際
に
進
め
て
い
く
人
が
時
間
の
流
れ
を
読
み
つ
つ
進
行
す
る
と
い
う

こ
と
は
、
こ
れ
も
、
先
の
音
の
動
き
を
心
に
描
き
つ
つ
表
現
す
る
音
楽
表
現
と
通
じ
る
も
の

が
あ
る
。
先
を
読
む
こ
と
、
時
間
の
流
れ
を
感
じ
つ
つ
、
時
間
を
把
握
し
、
時
間
の
流
れ
を

認
識
し
、
自
己
決
定
を
行
い
、
行
動
化
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
た
、
ト
ッ
ク
リ
の
巡
行
に
お
い
て
は
、
子
ど
も
達
自
身
も
、
共
に
歩
い
て
い
る
祖
父
・

祖
母
・
母
の
歩
み
・
掛
け
声
や
、
周
り
の
人
た
ち
の
掛
け
声
・
手
拍
子
を
支
え
と
感
じ
、
祭

り
に
参
画
し
て
い
る
意
識
を
持
ち
、
祭
り
に
お
け
る
自
分
の
将
来
に
繋
い
で
い
く
こ
と
と
思

う
。
励
ま
さ
れ
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
と
し
て
の
自
己
有
用
感
に
繋
が
る
。

　

更
に
、
最
後
の
祭
り
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
お
い
て
は
、
祭
り
の
喜
び
の
す
べ
て
を
自
己

主
張
に
表
現
し
た
コ
ー
ル
＆
レ
ス
ポ
ン
ス
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
火
祭
り
の
式
次
第
に
は
な

い
。
そ
こ
に
集
ま
っ
た
人
々
が
祭
り
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
前
に
自
然
発
生
的
に
行
っ
た
も

の
で
あ
る
。
人
が
、
声
を
出
す
こ
と
・
声
を
交
わ
す
こ
と
、
更
に
鞍
馬
の
火
祭
り
の
場
合
は

体
全
体
で
動
く
こ
と
も
伴
う
。
自
己
を
見
つ
め
主
張
し
表
現
し
て
い
く
姿
は
美
し
い
。
自
己

の
存
在
を
認
識
し
、「
生
き
が
い
」
を
感
じ
、
祭
り
の
中
で
の
充
実
感
を
感
じ
る
。
こ
れ
は
、

自
己
を
肯
定
し
、
社
会
的
存
在
と
し
て
の
自
己
有
用
感
に
繋
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　

伝
承
し
て
く
こ
と
に
は
課
題
も
あ
る
か
と
考
え
る
。
人
が
、
何
か
を
後
々
に
伝
え
て
い
こ

う
と
い
う
と
き
に
は
困
難
が
伴
う
。
し
か
し
、
人
は
必
ず
伝
え
た
い
本
質
へ
の
責
任
感
に
よ

り
困
難
を
困
難
と
捉
え
ず
に
動
い
て
い
く
。
祭
り
に
は
、
そ
の
姿
が
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
芸
術
は
人
に
は
無
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
筆
者
の
大
前
提
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か
ら
、
芸
術
の
伝
承
は
途
切
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
再
浮
上
し
て
い
く
も
の
で
あ
ろ
う
と
考

え
る
。

　

こ
れ
か
ら
も
「
鞍
馬
の
火
祭
り
」
を
含
め
他
の
祭
に
つ
い
て
も
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で

得
た
映
像
・
音
と
、
視
覚
化
し
た
楽
譜
を
基
に
、
音
楽
・
音
、
動
き
に
つ
い
て
、
比
較
の
視

点
を
設
定
し
分
析
す
る
。
ま
た
、
音
楽
・
音
、
動
き
を
担
っ
て
い
る
の
は
人
で
あ
る
。
そ
の

人
の
背
景
に
あ
る
も
の
、
つ
ま
り
、
人
の
出
身
や
生
活
歴
、
そ
の
土
地
の
風
土
や
取
り
巻
く

人
々
、
音
楽
・
音
に
関
わ
る
環
境
、
土
地
の
人
か
ら
聞
き
取
っ
た
事
柄
も
含
め
て
、
音
楽
・

音
や
動
き
の
根
拠
と
し
て
い
く
。
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