
祭
。
嚇
子
が
鳴

祭
り
が
終
わ
る
と
、
御
神
酒
を
参
加
し
た
人
で
分

け
飲
む
と
い
う
直
会
(
な
お
ら
い
)
と
い
う
の
が
あ

る
。
そ
の
と
き
に
、
今
年
の
祭
り
は
ど
う
だ
つ
た
と

か
、
そ
う
い
え
ば
、
一
昨
年
は
こ
う
だ
っ
た
と
か
、

昔
は
こ
う
だ
っ
た
と
か
、
さ
ま
、
ざ
ま
な
、
祭
り
で
の

で
き
ご
と
が
人
々
の
聞
に
去
来
す
る
。
そ
こ
で
は
毎

年
の
祭
り
が
連
綿
と
続
い
て
い
る
よ
う
な
不
思
議
な

感
覚
の
雰
囲
気
に
お
そ
わ
れ
る
。
そ
ん
な
気
分
に
な

る
の
も
、
世
代
が
受
け
継
い
で
き
た
も
の
を
改
め
て

確
認
し
あ
い
、
生
の
存
在
を
知
り
、
感
謝
し
て
い
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
と
き
か
ら
、
ま
た
次
の
年

の
お
祭
り
が
始
ま
る
。

そ
れ
右
れ
に
、
祭
り
に
は
準
備
が
あ
る
。
お
騨
子

の
練
習
や
、

山
車
の
掃
除
や
飾
り
つ
け
、
祭
り
の
手

順
の
確
認
や
、
家
で
用
意
す
る
料
理
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
こ
と
が
あ
る
。
町
で
貢
献
の
あ
る
人
が
代
表
に

選
ば
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
協
議
を
し
て
、
祭
り
を
司
る

た
め
の
準
備
が
進
ん
で
い
く
。
着
る
も
の
だ
っ
て
そ

う
だ
。
着
る
も
の
に
は
、
た
い
て
い
何
処
で
も
決
ま

り
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
町
の
誇
り
が
あ
る
か
ら
、

着
る
も
の
の
準
備
だ
っ
て
、
馬
鹿
に
な
ら
な
い
。
ど

う
い
う
意
匠
に
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
、

一
年
が
か

り
で
会
議
を
持
っ
と
こ
ろ
も
あ
る
。

佃
煮
で
有
名
な
小
さ
な
鳥
で
あ
る
佃
鳥
に
行
っ
た

と
き
の
こ
と
だ
が
、
あ
る
家
の
女
将
さ
ん
が
、
箪
笥

の
中
か
ら
出
し
て
く
れ
た
の
は
、
締
麗
に
洗
濯
さ
れ

糊
の
利
い
た
浴
衣
で
あ
っ
た
。

そ
れ
も
昔
使
っ
た
意

匠
の
違
う
も
の
も
あ
っ
て
、
そ
の
デ
ザ
イ
ン
を
見
て

い
る
だ
け
で
も
楽
し
く
な
っ
て
し
ま
う
。
浴
衣
も
祭

り
で
は
ち
ゃ
ん
と
揃
い
の
も
の
が
あ
っ
て
、
後
ろ
の

端
折
り
方
ま
で
決
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
で
き
な
い

と
粋
で
は
な
い
と
い
う
わ
け
だ
。
だ
か
ら
そ
の
浴
衣

を
作
っ
て
準
備
す
る
と
い
う
こ
と
も
お
祭
り
の
大
切

な
行
事
な
の
で
あ
る
。

祭
り
の
日
、
家
に
上
が
る
と
、
大
き
な
独
特
の
太

巻
き
ゃ
、
す
る
め
の
佃
煮
や
、
枝
豆
の
佃
煮
が
あ
っ

た
。
そ
こ
だ
け
の
祭
り
料
理
で
、
み
ん
な
を
も
て
な

す
の
で
あ
る
。
そ
の
日
ば
か
り
は
、
神
様
と
同
時
に

お
客
さ
ん
を
迎
え
る
。
料
理
の
準
備
も
大
変
だ
が
、

多
く
の
人
々
を
迎
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の

家
の
繁
栄
で
も
あ
る
の
だ
。

そ
ん
な
似
た
よ
う
な
話
は
、
浅
草
の
古
く
か
ら
の

家
の
女
将
さ
ん
か
ら
も
聞
い
た
。
こ
ち
ら
は
揃
い
の

半
纏
が
町
ご
と
に
あ
っ
て
、
そ
こ
の
家
で
揃
え
て
特

注
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
出
入
り
の
人
に
着
て
も

ら
う
し
き
た
り
だ
が
、
そ
の
半
纏
が

一
着
三
万
円
。

そ
れ
が
な
ん
と
五
十
着
も
用
意
し
て
あ
っ
て
、
大
切

な
出
入
り
の
人
た
ち
に
貸
し
出
さ
れ
る
。

ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
番
号
、
が
ふ
つ
で
あ
っ
て
、
誰
に

貸
し
出
し
た
か
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
お
決

ま
り
の
半
纏
だ
か
ら
、
お
い
そ
れ
と
は
誰
に
で
も
着

れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
着
な
い
こ
と

に
は
町
内
の
神
輿
は
担
が
せ
て
も
ら
え
な
い
。
半
纏

を
着
た
い
、
神
輿
を
担
ぎ
た
い
ゆ
え
に
、
せ
っ
せ
と

余
所
か
ら
通
っ
て
、
女
将
さ
ん
に
親
し
く
顔
を
知
っ

て
も
ら
い
に
く
る
人
も
い
る
く
ら
い
だ
。

女
将
さ
ん
は
、
揃
い
の
名
前
の
入
っ
た
半
纏
を
用

意
し
て
、
自
分
が
管
理
し
て
い
る
こ
と
が
自
慢
げ
で

あ
っ
た
。

「
終
わ
る
と
、
い
つ
も
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
に
出
し
て
ね
、

次
の
年
の
た
め
に
用
意
し
て
お
く
ん
だ
け
ど
、
必
ず

一一
j
三
着
な
く
な
る
ん
だ
よ
。
そ
の
度
に
追
加
し
な



き
ゃ
な
ん
な
い
。
ど
う
し
た
も
の
か
ね
」

と
、
数
が
合
わ
な
く
な
る
半
纏
を
困
っ
た
も
の
だ

と
い
い
つ
つ
、
そ
れ
だ
け
み
ん
な
が
欲
し
が
る
半
織

が
誇
り
で
も
あ
る
か
の
よ
う
だ
つ
た
。

も
う

一
つ
の
女
将
さ
ん
の
自
慢
は
、
お
祭
り
に
お

赤
飯
を
炊
い
て
、
来
た
人
に
振
る
舞
う
こ
と
で
あ
っ

た
。そ

の
半
纏
や
浴
衣
の
準
備
、
料
理
の
準
備
と
も
て

な
し
の
中
に
、
祭
り
を
見
る
か
の
よ
う
だ
。

祭
り
と
は
よ
く
で
き
て
い
て
、
そ
の
地
域
地
域
の

さ
ま
、
ざ
ま
な
要
素
が
す
べ
て
か
ら
ま
っ
て
く
る
。
一

つ
欠
け
た
っ
て
お
祭
り
に
は
な
ら
な
い
。
料
理
も
町

に
飾
ら
れ
る
提
灯

一
つ
も
お
ろ
そ
か
に
で
き
な
い
。

一
つ
が
動
き
だ
す
と
、
そ
れ
に
連
動
す
る
か
の
よ
う

ー

;

・

j

p

;

に
町
カ
叡
き
た
す
c

祭
り
の
準
備
が
本
格
的
に
始
ま
る
の
は
、
祭
り
の

一
月
前
く
ら
い
だ
ろ
う
が
、
そ
う
な
る
と
本
当
に
町

が
動
き
だ
す
。
面
白
い
も
の
で
、
提
灯
は
何
処
、
手

拭
い
は
何
処
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
必
要
な
も
の
が
、
ち

ゃ
ん
と
祭
り
に
は
地
域
が
か
ら
む
よ
う
に
な
っ
て
い

る
の
だ
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
住
む
人
々
の
生
き
る

知
恵
が
積
み
重
な
っ
て
い
る
。

一
つ
一
つ
の
人
々
の

行
為
が
神
様
を
迎
え
る
こ
と
で
あ
り
、
神
様
に
近
づ

く
行
為
で
も
あ
る
が
、
も
う

一
つ
言
え
る
こ
と
は
祭

り
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

だ
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
が
、
日
本
の
祭
り
の
面
白
い
と

こ
ろ
に
違
い
な
い
。

祭
り
と
い
え
ば
、
日
本
に
は
太
鼓
が
欠
か
せ
な
い
。

太
鼓
の
響
き
は
、
誰
し
も
郷
愁
を
誘
う
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
太
鼓
造
り
で
有
名
な
庄
が
あ
る
。
地
下
鉄
銀
座

線
で
浅
草
駅
の

一
つ
手
前
田
原
町
駅
を
降
り
る
と
、

す
ぐ
目
の
前
に
神
輿
や
太
鼓
を
飾
っ
た
シ
ョ
ウ
ル
ー

ム
の
あ
る
ピ
ル
が
目
に
入
る
。
宮
本
卯
之
助
商
庄
で

あ
る
。

江
戸
末
期
の

一
八
六

一
年
に
創
業
さ
れ
た
と
い
う

こ
の
唐
は
太
鼓
造
り
の
庖
と
し
て
知
ら
れ
、
明
治
に

入
っ
て
か
ら
は
神
輿
も
造
る
よ
う
に
な
り
、
と
り
わ

け
昭
和
二
五
年
と
二
七
年
に
浅
草
の
本
神
輿
を
手
掛

け
て
か
ら
は
、
お
神
輿
で
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
だ
と
い
う
。
こ
の
本
庖
は
浅
草
の
言
問
橋
の
近

く
に
あ
っ
て
、
そ
こ
に
工
場
が
あ
る
。古
い
構
え
の
庖

の
奥
に
は
、
太
鼓
や
神
輿
を
造
る
作
業
場
が
あ
っ
て
、

全
国
各
地
か
ら
注
文
の
き
た
太
鼓
や
神
輿
を
造
る
。

太
鼓
だ
け
で
も
、
そ
の
数
は

一
年
に
二
j
二一
千
個

に
も
の
ぼ
る
と
い
う
。
修
復
も
含
め
る
と
、
そ
の
数

は
か
な
り
の
も
の
だ
。
最
近
は
太
鼓
を
造
る
と
こ
ろ

や
張
り
替
え
を
し
て
く
れ
る
所
が
地
方
で
は
少
な
く

な
っ
て
き
て
、
そ
ん
な
事
情
も
あ
っ
て
、
地
方
か
ら

の
注
文
も
か
な
り
あ
る
と
い
う
。

太
鼓
は
、
神
社
や
お
寺
や
普
か
ら
の
注
文
主
の
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
新
興
住
宅
地
で
祭
り
を
し
た
い

と
い
う
の
で
注
文
を
受
け
る
も
の
、最
近
で
は
新
た
に

で
き
た
太
鼓
サ
ー
ク
ル
と
い
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
、

太
鼓
の
人
気
の
裾
野
は
広
い
。
海
外
で
も
和
太
鼓
の

グ
ル
ー
プ
は
増
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
ア

メ
リ
カ
で
も
四
O
O近
い
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
と
い
う
。

お
祭
り
に
欠
か
せ
な
い
太
鼓
だ
が
、
そ
の
祭
り
の

準
備
は
、
五
月
の
浅
草
の
大
祭
三
社
祭
り
の
前
か
ら

秋
に
か
け
て
が
、
多
忙
に
な
っ
て
く
る
。
夏
か
ら
収

穫
の
秋
に
か
け
て
は
、
豊
作
を
祝
い

一
年
を
感
謝
す

る
習
慣
が
多
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
夏
か
ら
秋
に
か

け
て
の
祭
り
の
前
が
も
っ
と
も
多
忙
に
な
る
の
も
無

理
も
な
い
。

太
鼓
造
り
の
作
業
場
で
は
、
ダ
ン
ト
ン
、
ダ
ン
ト

ン
、
ダ
ン
ト
ン
、
ダ
ン
ト
ン
と
、
リ
ズ
ム
の
い
い
音

が
響
く
。
太
鼓
の
皮
を
張
る
木
槌
の
音
だ
。
円
上
の

台
に
中
を
く
り
抜
い
た
棒
の
太
鼓
の
胴
が
縦
に
置
か

れ
、
そ
れ
に
な
め
し
た
皮
が
張
ら
れ
る
。
皮
は
地
域

に
よ
っ
て
牛
を
使
う
と
こ
ろ
と
馬
を
使
う
と
こ
ろ
と

あ
る
そ
う
だ
。
皮
の
縁
に
は
鉄
の
芯
の
入
っ
た
細
い

竹
筒
が
等
間
隔
で
差
し
込
ま
れ
、
竹
筒
に
は
麻
の
縄

が
掛
け
ら
れ
、
そ
れ
を
台
の
下
の
張
り
出
し
た
何
本



も
の
木
に
掛
け
、
皮
が
締
め
上
げ
ら
れ
る
。
そ
の
竹

筒
を
木
槌
で
叩
き
、
少
し
、
ず
つ
麻
の
縄
を
締
め
て
い

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
皮
を
張
り
、
い
い
音
の
す
る
太

鼓
を
造
り
あ
げ
る
の
で
あ
る
。

皮
を
張
る
と
、
次
に
鋲
を
打
ち
込
ん
で
い
く
。
こ

れ
も
リ
ズ
ム
の
仕
事
だ
。

一
尺
五
寸
の
も
の
で
、
鋲

だ
け
で
も
三
百
本
も
あ
る
。
そ
れ
が
手
際
よ
く
、

一

定
の
リ
ズ
ム
を
刻
み
な
が
ら
打
ち
込
ま
れ
る
様
子
は

見
て
い
て
気
持
ち
が
い
い
。
な
る
ほ
ど
、
太
鼓
の
響

き
の
裏
に
は
、
完
成
さ
れ
た
響
き
同
様
の
リ
ズ
ム
が

あ
る
の
だ
と
知
ら
さ
れ
る
。

太
鼓
の
皮
を
張
る
の
は
、
東
京
生
ま
れ
の
飯
塚
紀

夫
さ
ん
。
ま
だ
二
七
歳
の
彼
は
、
太
鼓
を
張
る
の
に
三

年
と
経
験
こ
そ
浅
い
が
、
そ
の
逗
し
い
腕
か
ら
は
、

力
強
い
リ
ズ
ム
が
刻
ま
れ
る
。
ま
る
で
太
鼓
と
話
し

あ
っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
そ
の
作
業
ぶ
り
を
じ
っ

と
傍
ら
で
、
親
方
の
坂
本
敏
夫
さ
ん
(
五
六
歳
)
が
体

を
乗
り
出
す
よ
う
に
見
守
る
。
作
業
を
見
守
る
と
い

う
よ
り
、
飯
塚
さ
ん
の
作
業
の
音
を
、
太
鼓
と
の
話

し
具
合
を
聴
く
と
い
っ
た
方
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

と
り
あ
え
ず
皮
が
張
ら
れ
て
鋲
を
打
ち
込
む
前
に
音

を
出
し
て
、
飯
塚
さ
ん
が
、
音
の
具
合
を
坂
本
さ
ん

に
確
認
す
る
。
そ
の
音
を
聴
い
て
、
坂
本
さ
ん
が
、

う
な
ず
い
た
り
、
首
を
横
に
ふ
っ
た
り
。
ひ
と
つ
ひ

と
つ
の
音
を
確
認
す
る
。

飯
塚
さ
ん
に
言
わ
せ
る
と

「リ
ズ
ム
を
掴
む
の
と
、

音
の
調
整
が
難
し
い
」
の
だ
そ
う
だ
。
太
鼓
造
り
は

音
造
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
改
め
て
知
ら
さ
れ

4
Q

。「音
で
見
ま
す
ね
」
と
親
方
の
坂
本
さ
ん
。

太
鼓
職
人
の
坂
本
さ
ん
は
、
茨
城
出
身
。
出
身
地

の
六
月
の
あ
や
め
祭
り
、
八
月
の
夏
祭
り
に
は
、
自

分
の
故
郷
で
、
自
ら
造
っ
た
太
鼓
を
打
つ
太
鼓
好
き
、

祭
り
好
き
で
も
あ
る
。

「
太
鼓
造
り
は
リ
ズ
ム
」
と
い
う
坂
本
さ
ん
。

「
リ
ズ
ム
よ
く
叩
い
て
張
っ
て
い
か
な
い
と
、
皮
が

切
れ
た
り
す
る
ん
で
す
。
叩
く
音
で
調
子
を
見
る
。

寺
だ
と
、
お
寺
さ
ん
の
音
が
高
く
て
は
い
け
な
い
。

拝
ん
で
も
神
さ
ん
に
通
じ
な
い
と
い
い
ま
す
ね
。
祭

り
太
鼓
は
、
跳
ね
返
っ
て
く
る
と
い
う
か
、
ポ
ン
と

響
く
の
が
い
い
」

太
鼓
の
胴
は
棒
が
最
高
と
さ
れ
る
が
、
百
年
く
ら

い
た
っ
た
棒
の
丸
太
を
切
っ
て
、
こ
れ
を
乾
燥
さ
せ

て
、
く
り
抜
き
、
さ
ら
に
乾
燥
さ
せ
る
。
そ
の
間
に


