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大
石
泰
夫
著
『
祭
り
の
年
輪
』

新
谷
尚
紀

　
　
　

一
、
祭
り
の
年
輪

　

本
書
の
書
名
に
つ
い
て
、
著
者
は
ま
ず
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
、
次

の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。「
眼
前
に
大
木
が
立
っ
て
い
る
と
し
よ
う
。

大
木
を
理
解
す
る
に
は
、
大
木
そ
の
も
の
か
ら
目
を
そ
ら
さ
ず
し
っ
か
り

み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
そ
の
木
は
大
木
に
な
っ

て
屹
立
す
る
ま
で
に
は
長
い
年
月
を
経
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は

大
木
の
中
に
、
年
輪
と
な
っ
て
刻
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
木
が
大
木

に
ま
で
成
長
す
る
過
程
に
は
、
毎
年
の
四
季
の
変
化
の
影
響
が
あ
り
、
あ

る
年
に
は
異
常
気
象
が
あ
り
、
時
に
は
大
き
な
環
境
変
化
と
い
っ
た
も
の

が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
年
輪
を
形
成
さ
せ
る
。
長
い
年
月
か
ら
み
れ
ば
、
同

じ
こ
と
の
繰
り
返
し
に
み
え
る
こ
と
も
あ
る
が
、
現
実
の
一
つ
一
つ
の
積

み
重
ね
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
年
輪
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が

断
絶
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
年
輪
の
付
置
連
関
を
知
る
こ
と
は
、
過

去
を
知
る
こ
と
ば
か
り
で
は
な
く
、
現
在
そ
し
て
未
来
を
も
知
る
こ
と
に

〔
書
評
〕
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な
る
は
ず
で
あ
る
」。

　

こ
の
よ
う
な
民
俗
伝
承
の
と
ら
え
方
は
、
た
し
か
に
民
俗
伝
承
を
、
伝

承tradition

と
変
遷transition

、
と
い
う
両
面
か
ら
と
ら
え
る
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
民
俗
学
（
民
俗
伝
承
学
）
が
研
磨
し
発
展
さ
せ
て
い
く
べ

き
視
点
を
よ
く
理
解
し
て
い
る
も
の
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
生
活
文
化

に
つ
い
て
の
伝
承
論
の
視
点
か
ら
の
研
究
と
い
う
の
は
、
伝
承tradition

と
変
遷transition

と
い
う
運
動m

ovem
ent

を
歴
史
の
流
れ
の
中
に
、

い
わ
ば
動
画
と
し
て
追
跡
し
て
い
く
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

た
と
え
て
い
え
ば
、
歴
史
学
や
考
古
学
が
追
跡
す
る
歴
史
世
界
は
、
そ

の
多
く
が
一
定
の
時
代
の
事
実
を
つ
か
む
と
い
う
点
で
い
わ
ば
静
止
画
で

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
民
俗
伝
承
学
が
追
跡
す
る
歴
史
世
界
は
、
生
活

文
化
の
歴
史
を
伝
承tradition

と
変
遷transition

と
い
う
両
者
が
組
み

合
わ
さ
る
動
画
と
し
て
と
ら
え
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
民
俗
伝

承
学
の
視
点
に
は
、「
本
来
の
か
た
ち
」
と
か
、「
何
ら
か
の
本
質
を
も
つ
」

と
か
、「
祖
型
」
な
ど
と
い
う
と
ら
え
方
は
あ
り
え
な
い
。
論
理
的
に
あ

り
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

本
書
の
緒
論
の
文
章
か
ら
は
、
著
者
に
は
そ
の
こ
と
が
よ
く
理
解
さ
れ

て
い
る
も
の
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
柳
田
や
折
口
を
よ
く
読
ま
ず
、
ま

た
そ
の
後
の
誠
実
な
先
行
研
究
を
よ
く
学
ば
な
い
で
書
か
れ
る
文
章
の
流

通
に
は
困
惑
す
る
ば
か
り
で
あ
る
が
、
本
書
の
著
者
を
は
じ
め
、
な
る
べ

く
多
く
の
研
究
者
か
ら
の
鑑
査
の
目
が
注
が
れ
、
注
意
が
喚
起
さ
れ
是
正

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　

二
、
民
俗
芸
能
研
究
の
基
本

　

こ
こ
に
参
考
ま
で
に
、
民
俗
学
へ
の
誤
解
を
解
く
た
め
に
、
民
俗
伝
承

学
の
視
点
か
ら
み
る
民
俗
芸
能
研
究
の
先
行
論
文
の
一
つ
を
紹
介
し
て
お

こ
う
。
そ
れ
は
民
俗
芸
能
研
究
が
何
を
め
ざ
し
て
い
る
の
か
が
よ
く
わ
か

る
論
考
で
あ
る
。
そ
の
一
例
が
、
後
藤
淑
「
民
俗
芸
能
と
民
衆
文
化
」（『
日

本
民
俗
学
講
座
４
』
朝
倉
書
店　

一
九
七
六
）
で
あ
る
。
そ
こ
で
後
藤
は
、
現
在

の
五
流
能
（
観
世
・
宝
生
・
金
春
・
金
剛
・
喜
多
）
の
翁
舞
に
注
目
し
て
、

能
楽
の
大
成
に
向
け
て
の
歴
史
過
程
を
知
る
た
め
に
は
民
俗
芸
能
の
調
査

と
分
析
と
が
必
要
で
あ
り
有
効
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。た
と
え
ば
、

能
の
翁
の
前
段
で
は
、太
夫（
翁
）と
地じ
う
た
い謡

と
の
か
け
合
い
で
、太
夫（
翁
）

「
と
う
と
う
た
ら
り
た
ら
り
ら
・・・
」、
地
謡
「
ち
り
や
た
ら
り
た
ら
り

ら
・・・
」、
太
夫
（
翁
）「
所
千
代
ま
で
お
は
し
ま
せ
」、
地
謡
「
わ
れ
ら

も
千
秋
さ
む
ら
は
う
」、
太
夫
（
翁
）「
鶴
と
亀
と
の
齢
に
て
」、
地
謡
「
幸

い
心
に
任
せ
た
り
」、
こ
の
よ
う
な
七
五
調
の
今い
ま

様よ
う

四し

句く

神か
み

歌う
た

が
あ
り
、

そ
れ
を
う
た
い
お
さ
め
て
か
ら
、
翁
の
露
払
い
と
考
え
ら
れ
る
千
歳
の
舞

に
な
る
。
そ
の
千
歳
舞
の
間
に
太
夫
は
翁
面
を
つ
け
て
翁
と
な
る
。
つ
ま
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り
、「
と
う
と
う
た
ら
り
云
々
」
の
謡
は
翁
の
序
歌
と
し
て
の
意
味
を
も

つ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
千
歳
舞
が
終
わ
る
と
本
番
の
翁
舞
が

あ
る
。
翁
は
最
後
に
「
一
舞
い
舞
お
う
万
歳
楽
」
と
い
っ
て
退
く
。
そ
し

て
三
番
叟
の
舞
に
な
る
。
三
番
叟
の
舞
は
翁
舞
を
ま
ね
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
千
歳
・
翁
・
三
番
叟
を
一
緒
に
し
て
「
式
三
番
」
も
し
く
は
「
翁
」

と
呼
ん
で
い
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
愛
知
・
長
野
・
静
岡
の
三
県
の
県
境
地
帯
つ
ま
り
三

信
遠
地
方
に
伝
え
ら
れ
る
花
祭
り
や
田
楽
の
中
に
は
、
そ
の
能
楽
の
翁
の

成
立
事
情
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
愛
知

県
北
設
楽
郡
の
「
花
祭
」
で
は
、「
と
う
ご
ば
や
し
」
や
「
さ
る
ご
ば
や
し
」

と
い
う
曲
目
の
中
に
、
太
夫
「
鶴
と
亀
と
の
ゆ
は
ひ
し
て
」、
列
座
の
み
ょ

う
ど
「
さ
い
わ
い
心
に
ま
か
せ
た
り
」
と
い
う
か
け
合
い
が
あ
る
。
ま
た
、

兵
庫
県
加
東
郡
社
町
上
鴨
川
の
住
吉
神
社
の
翁
舞
で
も
、「
六
ぶ
ん
」
の

曲
目
の
中
に
、「
ん
に
ゃ
鶴
と
亀
と
の
お
祝
い
に
」、「
幸
い
心
に
ま
か
せ

た
り
」
の
か
け
合
い
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
ａ
能
の
翁
と
、
ｂ
花
祭
の
「
と

う
ご
ば
や
し
」、
ｃ
上
鴨
川
の
翁
、
の
間
に
は
そ
の
神
歌
の
か
け
合
い
の

共
通
点
か
ら
た
が
い
に
深
い
関
係
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
よ

く
注
意
し
て
み
る
と
相
違
点
も
あ
る
。
ａ
能
の
翁
と
、
ｃ
上
鴨
川
の
翁
、

で
は
、
前
段
の
四
句
神
歌
を
う
た
う
者
と
翁
舞
を
舞
う
者
と
が
一
緒
で
し

か
も
連
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ｂ
花
祭
で
は
「
と
う
ご
ば
や
し
」
な

ど
の
神
座
で
の
四
句
神
歌
と
翁
舞
と
が
別
人
で
切
り
離
さ
れ
て
い
て
連
続

し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
比
較
の
材
料
を
よ
り
多
く
集
め
て
み
る
。
す
る

と
、
愛
知
県
鳳
来
町
の
田
楽
や
、
長
野
県
阿
南
町
新
野
の
田
楽
祭
で
は
、

神
歌
の
部
分
と
翁
舞
と
は
切
り
離
さ
れ
て
お
り
、
神
歌
と
翁
舞
の
両
者
は

別
人
と
す
る
伝
承
事
例
が
多
い
。
つ
ま
り
、
古
典
芸
能
と
し
て
大
成
さ
れ

た
現
在
の
能
楽
で
は
、
翁
舞
の
前
段
に
四
句
神
歌
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
は
歴
史
的
に
み
れ
ば
の
ち
の
変
化
で
あ
り
、
翁
の
神
聖
化
が

強
く
意
識
さ
れ
て
い
っ
た
中
で
四
句
神
歌
が
翁
の
序
歌
と
し
て
採
り
入
れ

ら
れ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

國
學
院
大
學
の
折
口
信
夫
が
提
唱
し
た
民
俗
芸
能
研
究
の
視
界
に
は
、

こ
の
よ
う
な
比
較
研
究
に
よ
る
芸
能
の
発
生
と
そ
の
変
化
の
動
態
解
明
と

い
う
目
的
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
点
こ
そ
民
俗
芸
能
の
若
き
後
継
者
が

こ
れ
か
ら
学
び
研
究
実
践
し
て
い
く
こ
と
が
い
ま
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
っ

て
よ
い
。
そ
れ
は
歴
史
上
の
文
献
調
査
と
現
在
の
民
俗
調
査
と
い
う
両
者

の
勤
勉
の
上
に
築
か
れ
る
民
俗
伝
承
研
究
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
折
口
が

学
生
た
ち
に
繰
り
返
し
教
え
導
い
た
方
法
で
あ
り
、視
点
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

三
、
折
口
信
夫
の
引
用

　

本
書
で
引
用
さ
れ
論
及
さ
れ
て
い
る
折
口
信
夫
の
文
章
の
部
分
に
は
、
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評
者
と
し
て
は
ど
う
し
て
も
強
い
関
心
が
向
い
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
「
万

葉
集
の
解
題
」（『
折
口
信
夫
全
集
』
第
一
巻
）
か
ら
の
二
ヶ
所
の
引
用
で
あ
る

が
、
い
ず
れ
も
レ
ベ
ル
の
ま
っ
た
く
異
な
る
者
の
発
言
へ
の
論
評
に
絡
め

ら
れ
て
い
る
点
が
悲
し
い
。
折
口
の
文
章
は
、
日
本
に
歌
の
出
来
た
始
め

か
ら
現
在
ま
で
、「
ず
っ
と
長
い
歴
史
が
、
源
を
ほ
ぼ
一
つ
に
し
て
、
出

発
し
て
居
る
」
と
い
う
こ
と
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
は
じ
め
神
の
信
仰
、

神
祭
り
に
関
す
る
こ
と
ば
が
律
文
で
伝
え
ら
れ
、
そ
の
失
わ
れ
な
い
信
仰

が
村
々
の
安
全
を
保
た
せ
る
も
の
と
信
じ
ら
れ
た
。
神
々
の
言
葉
、
神
自

身
の
自
叙
伝
で
あ
る
壽よ

詞ご
と

か
ら
叙
事
詩
へ
、
ま
た
神
の
自
叙
伝
で
あ
る
壽よ

詞ご
と

か
ら
土
地
の
精
霊
に
言
い
聞
か
せ
る
た
め
の
祝の
り
と詞
へ
、
ま
た
呪
言
へ
、

そ
し
て
、
大
歌
、
宴
歌
、
誄し
の
び

詞ご
と

、
片
歌
、
旋
頭
歌
、
長
歌
、
反
歌
、
短
歌
、

ま
た
性
欲
詩
か
ら
恋
愛
詩
へ
、
歌
垣
、
踏
歌
、
歌
合
せ
、
連
歌
、
そ
し
て

俳
諧
へ
、
と
い
う
日
本
の
歌
の
歴
史
を
、
俳
諧
を
除
け
ば
す
べ
て
万
葉
集

に
よ
っ
て
解
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。論
旨
は
明
快
で
あ
る
。

引
用
は
文
脈
に
沿
っ
て
、
と
い
う
の
は
よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、

と
く
に
折
口
の
引
用
に
は
慎
重
で
あ
り
た
い
。
本
書
の
著
者
が
〈
民
俗
の

年
輪
〉
を
読
み
取
り
た
い
と
い
う
の
は
ま
さ
に
正
し
い
。
た
だ
し
、
そ
の

場
合
、
折
口
の
よ
う
に
歌
や
祭
礼
な
ど
の
発
生
的
順
序
、
つ
ま
り
、
遠
い

古
代
か
ら
中
世
、
近
世
、
近
代
、
現
代
ま
で
連
続
し
て
追
跡
で
き
る
よ
う

な
実
証
的
な
視
点
と
方
法
と
そ
の
研
究
実
践
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

古
代
と
現
代
と
だ
け
へ
の
論
及
で
は
不
十
分
で
あ
り
、「
意
味
が
分
か
ら

ず
繰
り
返
さ
れ
る
」
伝
承
に
つ
い
て
も
、
そ
の
意
味
が
分
か
っ
て
い
た
段

階
か
ら
、
解
釈
が
異
な
っ
て
い
く
段
階
の
数
々
、
そ
し
て
意
味
が
分
か
ら

な
く
な
っ
て
き
た
段
階
へ
、
と
い
う
中
世
か
ら
近
世
へ
と
い
う
歴
史
が
必

ず
あ
る
の
で
あ
り
、
文
献
記
録
以
外
の
民
俗
伝
承
情
報
の
蒐
集
整
理
と
、

そ
の
比
較
論
的
研
究
に
よ
っ
て
歴
史
的
な
伝
承
と
変
遷
の
過
程
及
び
そ
の

力
学
関
係
を
解
明
し
よ
う
と
い
う
の
が
、
柳
田
や
折
口
以
来
の
民
俗
伝
承

学
の
独
創
的
な
研
究
展
望
な
の
で
あ
る
。

　
　
　

四
、
伝
承
と
伝
統
と

　

本
書
は
、
第
一
編
「
神
社
・
歴
史
・
伝
説
」
と
祭
り
、
と
、
第
二
編 

祭
り
の
「
現
代
と
後
継
者
」、
の
二
部
構
成
と
な
っ
て
お
り
、
収
録
さ
れ

て
い
る
論
文
は
、
一
九
九
二
年
（
平
成
四
）
の
「
葛
城
一
言
主
神
社
の
秋

祭
り
」
か
ら
二
〇
一
四
年
（
平
成
二
十
六
）
の
「
イ
ベ
ン
ト
と
民
俗
芸
能
」

ま
で
計
９
本
で
あ
る
。
研
究
者
年
齢
と
い
う
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
新
進
気

鋭
の
33
歳
か
ら
円
熟
の
55
歳
ま
で
の
論
文
を
集
め
た
一
冊
と
思
わ
れ
る
。

さ
す
が
に
若
い
時
期
の
、
第
二
章
「
葛
城
一
言
主
神
社
の
秋
祭
り
」

（
一
九
九
二
）
に
は
力
量
が
発
揮
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
関
連
す
る
第
一
章

「
古
代
ヤ
マ
ト
の
信
仰
的
世
界
観
と
神
社
の
祭
り
」（
二
〇
〇
九
）
が
配
置
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さ
れ
て
、
古
代
と
現
代
と
を
視
野
に
入
れ
て
論
じ
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
う

か
が
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
後
半
の
「
秋
田
県
湯
沢
市
の
小
野
小
町
伝

説
と
祭
り
」
以
下
、「〈
地
域
〉
と
民
俗
芸
能
―
伝
承
の
あ
り
方
を
考
え
る
」

ま
で
の
７
本
は
、
現
状
の
調
査
と
伝
承
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
の
論
評

と
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
現
代
社
会
に
生
き
て
活
動
す
る
現
場
の
研
究

者
と
し
て
の
息
遣
い
が
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

た
だ
こ
こ
で
、
注
意
さ
れ
る
点
を
あ
げ
て
お
く
な
ら
ば
、
以
下
の
２
点

で
あ
る
。
一
つ
は
、
第
二
章
「
葛
城
一
言
主
神
社
の
秋
祭
り
」
に
つ
い
て
、

こ
れ
は
前
述
の
よ
う
に
著
者
の
若
き
時
代
の
力
作
で
か
つ
て
『
葛
城
山
の

祭
り
と
伝
承
』（
桜
楓
社　

一
九
九
二
）
に
も
収
録
さ
れ
て
お
り
高
く
評
価
で

き
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
研
究
と
い
う
の
は
日
進
月
歩
で
あ
り
、
そ

の
吐
田
郷
と
い
う
同
じ
地
域
の
民
俗
伝
承
に
つ
い
て
、二
〇
〇
四
年
に「
墓

郷
・
水
郷
・
宮
郷
を
め
ぐ
る
民
俗
学
的
考
察
―
奈
良
盆
地
南
西
部
・
吐
田
郷
の

事
例
よ
り
―
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
112
集
）
と
い
う
新
た
な
研

究
成
果
が
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
二
〇
一
六
年
刊
行
の
本
書
と
し
て

は
触
れ
て
お
い
た
方
が
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
方
が
本
書
の
学

史
的
な
価
値
を
よ
り
明
白
に
示
せ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
は
、
本
書
に
限
ら
ず
で
あ
る
が
、
多
く
の
民
俗
芸
能
研
究
者

が
使
う
、
伝
承
と
い
う
語
の
使
わ
れ
方
に
つ
い
て
で
あ
る
。
伝
承
す
る
人

と
か
、
伝
承
さ
れ
る
地
域
と
か
、
ま
た
伝
承
者
、
伝
承
の
危
機
な
ど
と
い

う
表
現
も
流
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
伝
承
を
日
本

語
の
単
語
と
考
え
て
用
い
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
無
自
覚

な
ま
ま
で
あ
ろ
う
が
、
や
は
り
こ
こ
で
い
っ
た
ん
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
て

み
る
必
要
が
あ
る
。こ
の
伝
承
と
い
う
語
は
も
と
も
と
日
本
語
で
は
な
く
、

そ
の
基
本
は
、
柳
田
に
よ
るtradition populaire

の
翻
訳
語
の
民
間
伝

承
に
あ
る
。
つ
ま
り
、tradition

の
翻
訳
語
と
し
て
新
た
に
創
ら
れ
た
日

本
語
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
同
じtradition

の
翻
訳
語
と
し
て
の
伝
統
と
伝

承
と
は
た
が
い
に
変
換
可
能
な
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
伝

承
す
る
と
か
伝
承
者
と
い
う
語
を
無
自
覚
に
用
い
て
い
る
人
に
対
し
て
、

で
は
、
伝
統
す
る
と
か
伝
統
者
と
い
う
言
い
方
が
あ
る
か
と
い
え
ば
、
そ

れ
は
な
い
と
い
う
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
い
う
な
ら
、
伝
承
の
動

態
と
か
、
伝
承
の
担
い
手
、
と
い
う
言
い
方
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え

る
。

　

以
上
、
本
書
を
読
み
論
評
す
る
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
き
、
あ
ら
た
め

て
学
ぶ
と
こ
ろ
の
多
か
っ
た
こ
と
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
民
俗
学
の
今

の
世
代
を
担
っ
て
い
る
著
者
の
活
躍
に
声
援
を
送
り
た
い
。
そ
し
て
、
評

者
の
辛
口
を
あ
え
て
丸
薬
と
し
て
い
た
だ
き
、
さ
ら
な
る
研
究
進
展
を
期

待
し
た
い
。

（
四
六
判
、
二
九
八
頁
、
ひ
つ
じ
書
房
、
二
〇
一
六
年
四
月
発
行
、

二
八
〇
〇
円
＋
税
）


