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成
人
を
祝
う
儀
礼
は
古
く
か
ら
あ
り
、
男

子
に
は
元
服
・
褌
祝
、
女
子
に
は
裳
着
・
結

髪
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。

日
本
に
お
け
る
今
日
の
形
態
の
成
人
式
は
、

終
戦
間
も
な
い
一
九
四
六
年
一
一
月
二
二
日
、

埼
玉
県
北
足
立
郡
蕨
町
（
現
蕨
市
）
に
お
い
て

実
施
さ
れ
た
「
青
年
祭
」
が
ル
ー
ツ
と
な
っ
て

い
る
の
だ
と
か
。
敗
戦
に
よ
り
虚
脱
の
状
態

に
あ
っ
た
当
時
、
次
代
を
担
う
青
年
達
に
明

る
い
希
望
を
持
た
せ
励
ま
す
た
め
、
当
時
の

埼
玉
県
蕨
町
青
年
団
長
が
主
唱
者
と
な
り
青

年
祭
を
企
画
、
会
場
と
な
っ
た
蕨
第
一
国
民

学
校
（
現
蕨
市
立
蕨
北
小
学
校
）
の
校
庭
に
テ

ン
ト
を
張
り
、
青
年
祭
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し

て
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
「
成
年
式
」
が
全
国
に

広
ま
り
現
在
の
成
人
式
に
。

蕨
市
の
「
青
年
祭
」
に
影
響
を
受
け
た
国
は
、

一
九
四
八
年
に
公
布
・
施
行
さ
れ
た
祝
日
法

に
よ
り
、
「
大
人
に
な
っ
た
こ
と
を
自
覚
し
、

自
ら
生
き
ぬ
こ
う
と
す
る
青
年
を
祝
い
励
ま

す
」
と
い
う
趣
旨
の
も
と
、
翌
年
か
ら
一
月
一

五
日
を
成
人
の
日
と
し
て
制
定
。
そ
れ
以
降
、

殆
ど
の
地
方
で
成
人
式
は
こ
の
日
に
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
一
九
九
八

年
の
祝
日
法
改
正
（
ハ
ッ
ピ
ー
マ
ン
デ
ー
法
）
に

伴
っ
て
、
二
〇
〇
〇
年
よ
り
成
人
の
日
は
一

月
第
二
月
曜
日
へ
移
動
と
な
り
ま
し
た
。

成
人
式
で
は
、
多
く
の
方
が
着
物
を
着
用

さ
れ
ま
す
。
着
物
離
れ
が
進
む
今
日
で
す
が
、

男
性
・
女
性
共
に
、
成
人
式
で
着
物
を
着
る

こ
と
に
よ
っ
て
日
本
独
自
の
衣
服
に
袖
を
通

し
て
そ
の
着
心
地
や
模
様
に
つ
い
て
身
近
に

感
じ
て
い
た
だ
い
た
り
考
え
て
い
た
だ
け
る

蕎蕎蕎蕎麦麦麦麦

桶桶桶桶
町町町町

樽樽樽樽
物物物物
町町町町

塗塗塗塗
師師師師
町町町町

材材材材
木木木木
町町町町

御
殿
堰

大
黒
天
便
り

山
形
市
中
心
市
街
地
を
流
れ

る
御
殿
堰
。
そ
の
豊
か
な
水
の

流
れ
を
見
守
っ
て
い
る
の
が
私

「
御
殿
堰
大
黒
天
」
で
す
。

「
大
黒
天
便
り
」
で
は
、
わ
た
し
大
黒
天
が
御

殿
堰
の
歴
史
・
季
節
の
話
題
・
生
活
の
知
恵
な

ど
『
な
る
ほ
ど
！
』
と
思
っ
て
い
た
だ
け
る
内

容
を
お
伝
え
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

今
回
は
第
六
号
で
す
。
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二
〇
一
一
年
を
迎
え
ま
し
た
。

み
な
さ
ま
ど
の
よ
う
な
お
正
月
を
迎
え
ら
れ
ま

し
た
か
？

毎
年
一
二
月
一
二
日
に
発
表
さ
れ
る
『
今
年

の
漢
字
』
。
『
今
年
の
漢
字
』
は
、
財
団
法
人
日
本

漢
字
能
力
検
定
協
会
が
、
毎
年
一
二
月
一
二
日

の
「
漢
字
の
日
」
に
発
表
し
て
い
る
、
そ
の
年
の

日
本
や
世
界
の
世
相
を
表
し
た
漢
字
一
字
の
こ

と
で
す
。

昨
年
二
〇
一
〇
年
の
漢
字
は
『
暑
』
。
記
録
的

な
猛
暑
に
よ
り
熱
中
症
に
か
か
る
人
が
続
出
。

こ
れ
に
伴
い
野
菜
価
格
が
高
騰
し
、
熊
な
ど
も

人
里
に
出
没
。
ま
た
地
中
の
「
暑
い
」
中
か
ら
作

業
員
全
員
が
生
還
し
た
コ
ピ
ア
ポ
鉱
山
落
盤
事

故
。
1
万
度
の
突
入
温
度
を
か
い
く
ぐ
り
帰
還

し
た
「
は
や
ぶ
さ
」
な
ど
も
反
映
さ
れ
た
の
だ
そ

う
で
す
。

二
〇
一
一
年
は
ど
の
よ
う
な
一
文
字
に
表
さ

れ
る
年
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
多
く
の
方
が

た
く
さ
ん
の
笑
顔
で
過
ご
せ
る
年
に
な
り
ま
す

よ
う
に
。

本
年
も
七
日
町
御
殿
堰
を
宜
し
く
お
願
い
致

し
ま
す
。

次
号
の
発
行
は
二
月
七
日
で
す
。

来
月
も
皆
様
と
紙
面
で
お
会
い
で
き
る
の
を

楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

いいいい
んんんん
ねねねね
がががが
っっっっ
すすすす

季
節
毎
の
「
ほ
う
？
」
「
い
ん
ね
が
っ
す
」
な

お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

様
々
な
ウ
ン
チ
ク
・
四
方
山
話
を
ネ
タ
に
、

日
本
文
化
・
山
形
文
化
の
素
敵
な
所
を
皆
さ

ん
で
共
有
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

（
こ
ち
ら
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
御
殿
堰
に
て
皆
様
を
お

待
ち
し
て
い
る
各
店
舗
御
主
人
に
ご
協
力
い
た
だ
き

作
成
し
て
い
き
ま
す
）
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山
形
麺
類
食
堂
協
同
組
合
で
は
、
大
寒
の

日
に
蕎
麦
の
実
を
冷
た
い
沢
水
に
浸
す
「
寒

ざ
ら
し
」
の
作
業
を
し
て
い
ま
す
。

「
寒
ざ
ら
し
」
と
は
、
蕎
麦
の
実
を
冷
水
に
浸

し
た
後
に
脱
水
し
、
寒
風
に
さ
ら
し
て
自
然

乾
燥
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
風
味
や
甘
み
が

増
し
て
舌
触
り
が
良
く
さ
せ
る
こ
と
で
す
。

山
形
に
お
住
ま
い
の
方
で
し
た
ら
「
そ
ろ
そ

ろ
寒
ざ
ら
し
の
季
節
だ
ね
ぇ
」
と
い
う
季
節

を
感
じ
る
言
葉
と
し
て
馴
染
が
あ
る
か
と

思
い
ま
す
。

蕎
麦
の
実
は
約
十
日
間
沢
水
に
つ
け
た

後
に
水
揚
げ
し
、
約
一
ヵ
月
間
、
西
蔵
王
高

原
で
寒
風
に
さ
ら
さ
れ
る
の
だ
そ
う
で
す
。

寒
ざ
ら
し
蕎
麦
は
、
桜
の
開
花
に
合
わ
せ

四
月
中
旬
頃
か
ら
山
形
市
内
の
蕎
麦
屋
で

召
し
上
が
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。

今
年
の
春
の
「
寒
ざ
ら
し
蕎
麦
」
も
楽
し

み
で
す
ね
。
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山
形
の
風
物
詩
で
あ
る
初
市
は
、
近
郷
近
在
か
ら

数
万
の
人
々
が
集
ま
り
、
縁
起
物
を
買
っ
て
帰
る
の

が
習
わ
し
。
今
も
昔
を
し
の
ぶ
大
き
な
年
中
行
事
の

一
つ
で
す
。

こ
の
初
市
の
中
心
を
な
す
の
が
「
市
神
様
」
。
そ
の

御
神
体
は
安
山
岩
の
自
然
石
で
、
羽
州
山
形
七
福
神

の
ひ
と
つ
「
恵
比
寿
神
」
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま

す
。江

戸
時
代
に
発
行
さ
れ
た
「
東
講
商
人
鑑
」
に
あ

る
当
時
の
山
形
城
下
絵
図
に
も
十
日
町
四
辻
に
こ

の
市
神
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
「
こ
の
石
は
山
形
城

下
の
町
割
を
す
る
と
き
の
か
な
め
石
で
あ
っ
た
た

め
、
こ
れ
を
神
聖
し
て
市
神
と
崇
む
」
と
あ
り
、
山
形

の
町
に
と
っ
て
大
切
な
石
と
し
て
注
連
縄
を
張

り
、
毎
年
正
月
一
〇
日
に
市
神
を
中
心
と
し
て
立
つ

市
を
「
初
市
」
と
呼
び
ま
し
た
。

明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
、
山
形
県
庁
か
ら
の
布
令

に
基
づ
き
「
通
行
人
の
妨
げ
に
な
る
」
と
の
理
由
か

ら
、
山
形
の
市
神
様
は
早
速
取
り
除
か
れ
ま
し
た
。

掘
り
出
し
た
自
然
石
の
市
神
様
は
、
当
時
の
県
庁

（
三
の
丸
跡
に
所
在
）
へ
運
ば
れ
ま
し
た
が
、
撤
去
作

業
を
指
揮
し
た
県
の
役
人
が
即
日
事
故
死
し
た
た

め
、
人
々
は
市
神
様
の
崇
り
だ
と
語
り
合
っ
た
と
い

い
ま
す
。

市
神
様
は
そ
の
後
、
県
庁
構
内
に
放
置
さ
れ
手
を

触
れ
る
者
さ
え
い
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
し
か
し
そ

の
時
、
県
庁
舎
は
旅
篭
町
（
現
在
の
文
翔
館
）
に
新
築

さ
れ
移
転
が
決
定
し
て
い
ま
し
た
。

「
県
庁
が
移
転
す
れ
ば
市
神
様
だ
け
が
残
っ
て
し
ま

う
」
と
、
旅
篭
町
の
人
々
が
相
談
し
、
県
に
願
い
出
て

承
認
を
受
け
、
こ
れ
を
雁
島
の
湯
殿
山
神
社
境
内
に

移
転
建
立
し
た
の
で
す
。

現
在
は
湯
殿
山
神
社
と
も
に
昭
和
五
八
年
に
遷

座
し
、
商
売
繁
盛
の
守
り
神
と
し
て
崇
敬
さ
れ
て
ま

す
。
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遣
唐
使
が
往
来
し
て
い
た
奈
良
・
平
安
時

代
に
、
最
澄
・
空
海
・
永
忠
な
ど
の
留
学
僧

が
、
唐
よ
り
お
茶
の
種
子
を
持
ち
帰
っ
た
の

が
日
本
の
お
茶
の
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

平
安
初
期
（
八
一
五
年
）
の
『
日
本
後
記
』
に

は
、
「
嵯
峨
天
皇
に
大
僧
都
永
忠
が
近
江
の
梵

釈
寺
に
お
い
て
茶
を
煎
じ
て
奉
っ
た
」
と
記

述
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
、
日
本
茶
の
喫
茶

に
関
す
る
最
初
の
記
述
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
ろ
の
お
茶
は
非
常
に
貴
重
で
、
僧
侶

や
貴
族
階
級
な
ど
の
限
ら
れ
た
人
々
だ
け
が

口
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
そ
う
で
す
。

鎌
倉
初
期
（
一
一
九
一
年
）
に
栄
西
禅
師
が

宋
か
ら
帰
国
す
る
際
、
日
本
に
お
茶
を
持
ち

帰
り
ま
し
た
。
栄
西
は
、
お
茶
の
効
用
か
ら
お

茶
の
製
法
な
ど
に
つ
い
て
著
し
た
『
喫
茶
養

生
記
』
（
一
二
一
四
年
）
を
書
き
上
げ
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
日
本
で
最
初
の
本
格
的
な
お
茶
関

連
の
書
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
栄
西
は
、
深
酒

の
癖
の
あ
る
将
軍
源
実
朝
に
本
書
を
献
上
し

た
と
『
吾
妻
鏡
』
に
記
し
て
あ
り
ま
す
。

お
茶
の
日
本
へ
の
伝
来
は
約
一
二
〇
〇
年

も
前
の
こ
と
に
な
る
の
で
す
ね
。
昔
の
人
は

ど
の
よ
う
な
景
色
を
眺
め
て
お
茶
を
楽
し
ん

で
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。


