
神
々
を
繋
ぐ
者
日
吉
神
社
の
七
社
立
会
神
事
に
お
け
る
竜
王
の
舞
の
位
置

橋
本
裕
之

目
o
o
・
6
昌
o
旨
信
鳴
①
甘
O
o
昔
“
目
6
ま
8
は
o
問
o
吟
夢
o
雪
o
ー
ロ
o
・
者
昆
ぎ
Z
③
旨
①
・
o
り
ず
①
ば
合
芭
o
力
庁
一
且
声
陪
出
骨
8
庄
±
ユ
①
o
◎
庁
ユ
目
o

は

じ
め
に

0
播
磨
地
方
に
お
け
る
竜
王
の
舞

②
日
吉
神
社
の
七
社
立
会
神
事

③
七
社
立
会
神
事
に
お
け
る
七
社

④
石
部
神
社
の
竜
王
の
舞

⑤
日
吉
神
社
の
竜
王
の
舞

お

わ
り
に

［論
文
要
≡
邑

　
兵
庫
県
の
播
磨
地
方
に
少
な
か
ら
ず
分
布
し
て
い
る
竜
王
の
舞
は
王
の
舞
の
典
型
を
な
ぞ
っ
て
い

る
一
方
、
い
わ
ゆ
る
王
の
舞
に
見
ら
れ
な
い
ユ
ニ
ー
ク
な
特
徴
を
い
く
つ
も
備
え
て
お
り
、
個
々
の

祭
礼
に
お
い
て
新
し
い
相
貌
を
派
生
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
本

稿
は
そ
の
一
端
を
扱
う
べ
く
、
兵
庫
県
加
西
市
和
泉
町
池
上
に
鎮
座
す
る
日
吉
神
社
の
七
社
立
会
神

事
に
登
場
す
る
竜
王
の
舞
を
と
り
あ
げ
る
。
日
吉
神
社
の
竜
王
の
舞
は
七
社
立
会
神
事
を
構
成
す
る

要
素
と
し
て
文
脈
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
王
の
舞
が
持
つ
一
般
的
な
特
徴
を
踏
襲
し
つ
つ
も
特

異

な
存
在
形
態
を
獲
得
し
て
お
り
、
王
の
舞
が
個
々
の
祭
礼
に
お
い
て
個
性
的
に
展
開
し
て
い
っ
た

消
息
の
一
端
を
し
の
ば
せ
る
。
こ
う
し
た
消
息
は
王
の
舞
の
芸
能
史
を
記
述
す
る
た
め
の
、
き
わ
め

て

有
効
な
手
が
か
り
を
提
供
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　
本
稿
は
播
磨
地
方
に
お
け
る
竜
王
の
舞
を
概
観
し
た
上
で
、
七
社
立
会
神
事
の
概
況
を
紹
介
す
る
。

ま
た
、
七
社
立
会
神
事
に
お
け
る
七
社
の
中
身
が
変
動
し
て
い
た
こ
と
を
提
示
す
る
一
方
、
日
吉
神

社
の
竜
王
の
舞
の
み
な
ら
ず
七
社
立
会
神
事
に
類
似
し
た
形
式
を
持
つ
石
部
神
社
の
祭
礼
に
か
つ
て

登
場
し
て
い
た
竜
王
の
舞
に
も
言
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
吉
神
社
の
七
社
立
会
神
事
に
お
け
る

竜
王

の
舞
の
位
置
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
竜
王
の
舞
が
七
社
立
会
神
事
に
参
加

す
る
神
々
、
そ
し
て
人
々
を
も
統
合
す
る
演
劇
的
な
装
置
と
し
て
文
脈
化
さ
れ
て
い
た
消
息
が
浮
か

び
あ
が
っ
て
き
た
。

　
七

社
立
会
神
事
に
お
け
る
竜
王
の
舞
は
神
輿
の
立
会
に
伴
っ
て
場
の
緊
張
感
が
最
も
高
ま
る
瞬
間

に
登
場
し
な
が
ら
も
、
喧
燥
と
吠
笑
を
呼
び
お
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
的
な
葛
藤
の
所
在
を
人
々

に
強
く
意
識
さ
せ
る
〆
方
、
同
時
に
そ
の
よ
う
な
葛
藤
に
斜
線
を
引
い
て
し
ま
う
よ
う
な
実
践
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
竜
王
の
舞
は
七
社
立
会
神
事
じ
た
い
が
抱
え
こ
ま
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
理
念
と
実
際
の
葛
藤
を
人
々
に
意
識
さ
せ
つ
つ
も
同
時
に
横
転
さ
せ
る
実
践
で
あ
り
、
ヒ

社
立
会
神
事
を
文
字
ど
お
り
構
成
す
る
方
法
、
い
わ
ば
神
々
を
繋
ぐ
者
と
し
て
登
場
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
相
貌
は
依
然
と
し
て
王
の
舞
が
持
つ
一
般
的
な
特
徴
を
踏
襲
し
て
い
る
と
い
う

意
味
に
お
い
て
、
王
の
舞
の
芸
能
史
に
も
接
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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は
じ
め
に

　
王
の

舞
は
一
般
に
福
井
県
の
若
狭
地
方
に
分
布
す
る
民
俗
芸
能
と
し
て
知
ら
れ
て

い

る
。
だ
が
、
隣
接
す
る
地
域
に
も
数
多
く
の
類
例
が
分
布
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ

の

大
半
が
王
の
舞
と
い
う
名
称
を
持
っ
て
い
な
い
せ
い
だ
ろ
う
か
、
必
ず
し
も
よ
く

知
ら
れ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
兵
庫
県
の
播
磨
地
方
に
少
な
か
ら
ず
分
布
し
て
い

る
竜
王
の
舞
は
そ
の
好
例
で
あ
り
、
王
の
舞
の
典
型
を
な
ぞ
っ
て
い
る
一
方
、
い
わ

ゆ
る
王
の
舞
に
見
ら
れ
な
い
ユ
ニ
ー
ク
な
特
徴
を
い
く
つ
も
備
え
て
い
る
。
そ
れ
は

播
磨
地
方
に
お
け
る
竜
王
の
舞
が
王
の
舞
の
特
徴
に
依
拠
し
な
が
ら
も
、
個
々
の
祭

礼

に
お
い
て
新
し
い
相
貌
を
派
生
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
と
い
え
る

だ
ろ
う
。

　
本
稿
は
そ
の
一
端
を
扱
う
べ
く
、
兵
庫
県
加
西
市
和
泉
町
池
上
に
鎮
座
す
る
日
吉

神
社
の
七
社
立
会
神
事
に
登
場
す
る
竜
王
の
舞
を
と
り
あ
げ
る
。
す
な
わ
ち
、
日
吉

神
社
の
七
社
立
会
神
事
に
お
け
る
竜
王
の
舞
の
位
置
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
い
う

の

で

あ
る
。
日
吉
神
社
の
竜
王
の
舞
は
七
社
立
会
神
事
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
文

脈
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
王
の
舞
が
持
つ
一
般
的
な
特
徴
を
踏
襲
し
つ
つ
も
特

異

な
存
在
形
態
を
獲
得
し
て
お
り
、
王
の
舞
が
個
々
の
祭
礼
に
お
い
て
個
性
的
に
展

開
し
て
い
っ
た
消
息
の
一
端
を
し
の
ば
せ
る
。
こ
う
し
た
消
息
は
民
俗
社
会
に
お
け

る
王
の
舞
の
歴
史
、
つ
ま
り
王
の
舞
の
民
俗
史
を
記
述
す
る
た
め
の
、
き
わ
め
て
有

効
な
手
が
か
り
を
提
供
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　
だ

が
、
本
当
は
民
俗
史
と
か
い
う
表
現
を
用
い
な
く
て
も
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

折
口

信
夫

は
「
と
も
か
く
芸
能
史
と
い
ふ
以
上
、
一
地
方
の
個
々
の
芸
能
を
時
代
区

分
式

に
見
る
の
で
な
く
、
日
本
全
体
に
渉
つ
て
、
芸
能
を
み
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
　
（
1
）

ぬ
で

せ
う
」
と
述
べ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
は
折
口
の
所
説
に
就
い
て
お
け

ば
、
日
吉
神
社
の
七
社
立
会
神
事
に
お
け
る
竜
王
の
舞
と
い
う
個
別
的
な
事
例
を
と

り
あ
げ
な
が
ら
も
、
王
の
舞
の
芸
能
史
を
叙
述
す
る
試
み
に
接
続
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
所
説
を
展
開
す
る
さ
い
は
、
数

多
く
の
論
文
に
お
い
て
も
は
や
何
度
も
書
き
つ
け
て
い
る
の
で
躊
躇
し
て
し
ま
う
の

だ

が
、
や
は
り
王
の
舞
が
持
つ
一
般
的
な
特
徴
に
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。
以
下
、
最
も
基
本
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
六
力
条
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

　
（
1
）
　
祭
礼
の
中
で
は
、
行
列
や
神
輿
を
先
導
す
る
機
能
を
担
っ
て
い
る
と
考
え

　
　
　
ら
れ
る
。

　
（
2
）
　
祭
礼
芸
能
の
一
環
と
し
て
、
田
楽
・
獅
子
舞
な
ど
に
先
立
っ
て
演
じ
ら
れ
る
。

　
（
3
）
　
し
ば
し
ば
補
福
装
束
を
着
用
し
、
鳥
甲
に
赤
い
鼻
高
面
を
つ
け
る
。

　
（
4
）
　
前
段
は
鉾
を
持
ち
後
段
は
素
手
で
、
四
方
を
鎮
め
る
か
の
よ
う
に
舞
う
。

　
　
　
反

閑
の
芸
能
化
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
（
5
）
　
人
差
し
指
と
中
指
を
揃
え
て
伸
ば
し
、
薬
指
と
小
指
を
親
指
で
押
さ
え
る

　
　
　
剣
印
が
舞
の
要
素
を
な
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
（
6
）
楽
器
と
し
て
は
、
太
鼓
・
笛
が
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。

0
播
磨
地
方
に
お
け
る
竜
王
の
舞

　
播
磨
地
方
に
お
け
る
王
の
舞
に
つ
い
て
も
概
観
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。
竜
王
の
舞
と
い
う
名
称
を
持
っ
て
い
な
い
事
例
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
広
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

王
の

舞
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
事
例
を
集
成
す
る
。
そ
し
て
、
播
磨
地
方
に
お
け
る

竜
王

の

舞
の
存
在
形
態
を
前
提
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
日
吉
神
社
の
七
社
立
会

神
事
に
登
場
す
る
竜
王
の
舞
を
も
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
ひ
と
ま
ず
芸
能
の
祖
型
を
抽
出
し
て
お
き
、
そ
の
祖
型
を
指
標
と
し

て

用
い
な
が
ら
民
俗
社
会
に
お
け
る
変
容
の
諸
相
を
測
定
、
そ
こ
に
民
俗
や
民
衆
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

心
性

を
解
読
す
る
」
、
つ
ま
り
「
変
容
し
た
部
分
に
地
域
的
位
相
を
み
る
」
と
い
う

方
法
は
、
全
国
的
な
規
模
の
み
な
ら
ず
地
方
的
な
規
模
に
お
い
て
も
有
効
で
あ
る
と

思
わ

れ
る
。

　
（
1
）
　
兵
庫
県
加
東
郡
社
町
上
鴨
川
の
住
吉
神
社
の
リ
ョ
ン
サ
ン
の
舞
。
さ
ま
ざ
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ま
な
翁
や
高
足
を
含
む
田
楽
等
で
あ
ま
り
に
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
一
連
の
神
事
に

お

い

て
、
十
月
四
日
の
宵
宮
と
十
月
五
日
の
祭
礼
で
リ
ョ
ン
サ
ン
の
舞
（
王
の
舞
）

が
演

じ
ら
れ
る
。
鼻
が
上
方
垂
直
に
曲
が
っ
た
赤
茶
色
の
鼻
高
面
と
紙
製
の
鳥
甲
を

被
り
、
薄
茶
色
の
上
衣
と
括
袴
、
チ
ョ
ウ
ガ
ク
シ
と
呼
ば
れ
る
補
棺
を
着
用
し
て
、

腹
前
で
太
刀
と
小
刀
を
交
差
さ
せ
る
。
御
幣
を
つ
け
た
鉾
を
持
っ
て
舞
庭
に
登
場
、

前
段
は
鉾
を
持
っ
て
、
後
段
は
素
手
で
（
剣
印
を
含
む
）
約
四
十
分
も
の
長
丁
場
を

演

じ
き
る
。
そ
の
演
技
は
き
わ
め
て
不
自
然
な
動
作
と
姿
勢
を
強
調
す
る
も
の
で
あ

り
、
若
者
の
通
過
儀
礼
と
い
う
性
格
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
。
楽
器
は
田
楽
で
使
用
す

る
締
太
鼓
、
そ
し
て
鋲
打
太
鼓
と
笛
で
あ
る
。
昭
和
六
十
年
（
一
九
八
五
）
と
昭
和

六

十
二
年
（
一
九
八
七
）
に
実
見
し
た
。

　
（
2
）
　
丘
ハ
庫
県
多
可
郡
八
千
代
町
天
船
の
貴
船
神
社
の
竜
王
の
舞
。
四
つ
の
集
落

が
参
加
す
る
十
月
十
日
の
祭
礼
で
竜
王
の
舞
（
王
の
舞
）
・
神
楽
の
舞
（
獅
子
舞
）
・

ゲ

ー
ゲ
ー
（
田
楽
）
が
演
じ
ら
れ
る
。
十
月
九
日
の
宵
宮
も
同
様
で
あ
る
。
竜
王
の

舞
は
リ
ョ
ン
サ
ン
の
舞
と
も
い
う
。
顎
の
部
分
に
紅
白
の
紙
片
を
貼
り
つ
け
た
赤
い

鼻
高
面
、
同
じ
く
紅
白
の
紙
片
を
貼
り
つ
け
た
長
方
形
の
紙
笠
を
被
り
、
薄
茶
色
の

上
衣

と
赤
茶
色
の
袴
を
着
用
し
て
、
鉾
を
持
っ
て
演
じ
る
。
は
じ
め
は
神
前
に
進
み

出
て
鉾
で
地
面
に
三
本
の
線
を
引
き
、
続
い
て
鉾
を
ふ
り
ま
わ
し
な
が
ら
神
社
の
境

内
を
駆
け
ま
わ
り
、
鉾
を
四
方
に
大
き
く
突
き
あ
げ
る
。
観
客
は
鋲
打
太
鼓
に
あ
わ

せ
て

「
り
ょ
う
お
ん
り
ょ
う
お
ん
」
と
い
う
。
竜
王
の
舞
は
松
明
を
持
っ
た
猿
田
彦

が

こ
の
地
に
降
臨
し
て
、
田
畑
を
測
量
し
た
故
事
に
ち
な
む
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、
神
楽
の
舞
は
村
人
が
こ
の
地
を
開
墾
す
る
様
子
を
模
し
て
い
る
と
い
う
の
で

あ
る
。
昭
和
六
十
年
に
実
見
し
た
。

　
（
3
）
　
兵
庫
県
多
可
郡
八
千
代
町
柳
山
寺
の
大
歳
神
社
の
天
狗
飛
び
。
十
月
十
日

の

祭
礼
で
天
狗
飛
び
（
王
の
舞
）
・
田
楽
踊
・
獅
子
舞
が
演
じ
ら
れ
る
。
天
狗
飛
び

は
赤
い
鼻
高
面
を
被
り
茶
色
の
上
衣
と
括
袴
を
着
用
し
て
、
鉾
を
持
っ
て
演
じ
る
も

の

で
あ
る
。
現
在
は
鋲
打
太
鼓
に
あ
わ
せ
て
境
内
を
駆
け
ま
わ
る
ば
か
り
で
あ
り
、

決
ま
っ
た
所
作
を
残
し
て
い
な
い
。
昭
和
六
十
二
年
に
実
見
し
た
。

　

（
4
）
　
兵
庫
県
加
西
市
北
条
町
北
条
の
住
吉
神
社
の
竜
王
の
舞
。
四
月
三
日
の
節

句
祭
に
竜
王
の
舞
（
王
の
舞
）
と
鶏
合
わ
せ
が
出
る
。
か
つ
て
は
獅
子
舞
も
演
じ
ら

れ

た
ら
し
い
。
竜
王
の
舞
は
ジ
ョ
舞
と
も
い
う
。
東
郷
（
栗
田
）
と
西
郷
（
小
谷
）

が
各
々
一
人
ず
つ
演
じ
る
。
赤
い
鼻
高
面
、
紙
製
の
鳥
甲
を
被
り
、
茶
色
の
上
衣
と

括
袴
、
紋
を
あ
し
ら
っ
た
禰
福
を
着
用
し
て
、
太
い
赤
樫
で
両
袖
を
し
ぼ
る
。
前
段

は
鉾
を
持
っ
て
、
後
段
は
素
手
で
演
じ
る
。
前
段
・
後
段
と
も
に
剣
印
を
多
く
含
む
。

楽
器
は
鋲
打
太
鼓
と
笛
で
あ
る
。
昭
和
六
十
三
年
（
一
九
八
八
）
に
実
見
し
た
。
同

町
福
居
の
若
宮
神
社
に
も
同
種
の
竜
王
の
舞
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
が
未
見
で
あ
る
。

　
（
5
）
　
兵
庫
県
姫
路
市
船
津
の
正
八
幡
神
社
の
竜
王
の
舞
。
十
月
十
日
の
祭
礼
で

竜
王

の

舞
（
王
の
舞
）
が
演
じ
ら
れ
る
。
竜
王
の
舞
は
ジ
ョ
舞
と
も
い
う
。
赤
い
鼻

高
面
、
紙
製
の
巨
大
な
鳥
甲
を
被
り
、
胸
部
に
紋
を
あ
し
ら
っ
た
赤
い
装
束
で
全
身

を
つ
つ
み
、
太
い
緑
襖
を
か
け
る
。
前
段
は
鉾
を
持
っ
て
、
後
段
は
素
手
で
演
じ
る
。

楽
器
は
締
太
鼓
と
笛
で
あ
る
。
か
つ
て
は
一
つ
物
・
獅
子
舞
・
流
鏑
馬
等
も
あ
っ
た

ら
し
い
。
昭
和
六
十
二
年
に
実
見
し
た
。

　
（
6
）
　
兵
庫
県
神
崎
郡
福
崎
町
西
田
原
の
熊
野
神
社
の
竜
王
の
舞
。
十
月
十
日
の

祭
礼
で
竜
王
の
舞
（
王
の
舞
）
が
演
じ
ら
れ
る
。
ジ
ョ
舞
と
も
い
う
。
赤
い
鼻
高
面

と
一
般
的
な
鳥
甲
を
被
り
、
赤
い
装
束
で
全
身
を
つ
つ
み
、
太
い
赤
襖
を
か
け
る
。

前
段
は
鉾
を
持
っ
て
、
後
段
は
素
手
で
演
じ
る
。
楽
器
は
締
太
鼓
と
笛
で
あ
る
。
昭

和
六
十
二
年
に
実
見
し
た
。

　
（
7
）
　
兵
庫
県
神
崎
郡
福
崎
町
八
千
種
の
大
歳
神
社
の
竜
王
の
舞
。
十
月
十
日
の

祭
礼
で
竜
王
の
舞
（
王
の
舞
）
が
演
じ
ら
れ
る
。
ジ
ョ
舞
と
も
い
う
。
赤
い
鼻
高
面

と
一
般
的
な
鳥
甲
を
被
り
、
赤
茶
色
の
装
束
で
全
身
を
つ
つ
み
、
太
い
二
色
檸
（
白

お

よ
び
赤
茶
色
）
を
か
け
る
。
綿
を
つ
め
て
大
き
く
膨
ら
ま
せ
た
腹
部
が
異
彩
を
放
っ

て

い

る
。
前
段
は
鉾
を
持
っ
て
、
後
段
は
素
手
で
演
じ
る
。
楽
器
は
締
太
鼓
と
笛
で

あ
る
。
昭
和
六
十
二
年
に
実
見
し
た
。
か
つ
て
は
同
郡
市
川
町
下
瀬
加
の
天
満
神
社

の

青
菜
祭
で
も
竜
王
の
舞
が
演
じ
ら
れ
た
と
い
う
。

　
（
8
）
　
兵
庫
県
加
西
市
和
泉
町
池
上
の
日
吉
神
社
の
竜
王
の
舞
。
十
月
十
日
の
山
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王

祭
で
行
な
わ
れ
る
七
社
立
会
神
事
で
、
竜
王
の
舞
（
王
の
舞
）
と
獅
子
舞
が
演
じ

ら
れ
る
。
現
在
は
隔
年
。
竜
王
の
舞
は
ジ
ョ
舞
と
も
い
う
。
赤
い
鼻
高
面
を
被
り
鉾

を
持
っ
て
、
神
輿
に
向
か
っ
て
演
じ
る
も
の
で
あ
り
、
本
稿
に
お
い
て
く
わ
し
く
論

述

す
る
。
平
成
八
年
（
一
九
九
六
）
に
よ
う
や
く
実
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
以
降

も
平
成
十
二
年
（
二
〇
〇
〇
）
と
平
成
十
三
年
（
二
〇
〇
一
）
に
実
見
し
て
い
る
。

か

つ
て

は
同
市
上
野
町
の
石
部
神
社
に
も
同
種
の
竜
王
の
舞
が
あ
っ
た
。

　
以

上
、
播
磨
地
方
に
お
け
る
王
の
舞
を
見
て
き
た
が
、
と
り
わ
け
竜
王
の
舞
と
い

う
名
称
を
持
つ
事
例
に
留
意
し
て
ほ
し
い
。
播
磨
地
方
に
お
け
る
王
の
舞
は
（
3
）
を

除
け
ば
、
い
ず
れ
も
竜
王
の
舞
と
し
て
定
着
し
て
お
り
、
何
よ
り
も
そ
の
名
称
に
こ

そ
王
の
舞
が
民
俗
社
会
に
お
い
て
変
容
し
て
い
っ
た
痕
跡
が
刻
み
こ
ま
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
同
時
に
個
々
の
事
例
に
刻
み
こ
ま
れ
た
痕
跡
も
存
在

す
る
。
た
と
え
ば
、
本
稿
で
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
（
7
）
の
事
例
が
腹
部
を
大

き
く
膨
ら
ま
せ
て
い
る
こ
と
も
、
そ
の
好
例
と
し
て
あ
ら
た
め
て
考
慮
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
痕
跡
は
（
8
）
の
事
例
に
も
見
つ
け
る
こ
と

が
で

き
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
日
吉
神
社
の
竜
王
の
舞
に
見
ら
れ
る
特
異
な
存
在
形

態
で
あ
り
な
が
ら
も
、
王
の
舞
が
持
つ
一
般
的
な
特
徴
に
淵
源
し
て
い
る
可
能
性
、

つ
ま
り
王
の
舞
が
そ
も
そ
も
請
け
負
っ
て
い
た
役
割
に
規
定
さ
れ
て
い
る
可
能
性
を

感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

②
日
吉
神
社
の
七
社
立
会
神
事

　

日
吉
神
社
の
竜
王
の
舞
は
前
述
し
た
と
お
り
、
七
社
立
会
神
事
を
構
成
す
る
要
素

と
し
て
文
脈
化
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
吉
神
社
の
竜
王
の
舞
に
見
ら
れ
る

存
在
形
態
を
検
討
す
る
さ
い
は
、
ま
ず
も
っ
て
七
社
立
会
神
事
に
言
及
し
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
っ
て
も
、
実
際
は
七
社
立
会
神
事
じ
た
い
興
味
深

い

問
題
を
少
な
か
ら
ず
内
在
さ
せ
て
い
る
。
本
来
な
ら
ば
竜
王
の
舞
に
限
定
し
な
い

で

広
く
論
述
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
依
然
と
し
て
断
続
的
な
現
地
調
査
の
成
果
を

積
み
重
ね
て
い
る
最
中
で
あ
る
た
め
、
七
社
立
会
神
事
の
全
体
を
民
俗
誌
と
し
て
記

述

す
る
試
み
は
今
後
を
期
す
る
し
か
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
本
稿
は
と
り
わ
け
竜
王
の

舞
に
関
係
す
る
部
分
を
焦
点
化
し
な
が
ら
、
七
社
立
会
神
事
の
概
況
の
み
紹
介
し
て

お
き
た
い
と
思
う
。
た
と
え
ば
、
兵
庫
県
の
祭
礼
を
集
成
し
た
書
物
の
一
つ
は
、
七

社
立
会
神
事
に
つ
い
て
こ
う
概
説
し
て
い
る
。

　
　
十
月
十
日
（
以
前
は
九
月
九
日
）
、
七
神
社
の
立
合
い
神
事
が
あ
る
。
早
朝
、

　
　
神
官
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
の
神
霊
が
各
神
輿
に
遷
さ
れ
る
。
午
前
十
｝
時
、

　
　
各
神
輿
は
太
鼓
に
先
導
さ
れ
、
お
旅
所
へ
と
向
う
。
一
番
に
到
着
し
た
神
輿
が
、

　
　

お
旅
所
の
注
連
縄
を
切
っ
て
入
場
。
お
旅
所
に
七
台
の
神
輿
が
出
揃
う
と
、
前

　
　
で

ジ
ュ
舞
（
竜
王
の
舞
）
と
獅
子
舞
と
が
行
わ
れ
る
。
金
幣
持
ち
が
金
幣
に
て

　
　
神
輿
を
祓
い
、
続
い
て
神
酒
・
洗
米
・
干
し
魚
等
が
供
え
ら
れ
、
宮
司
が
続
く
。

　
　
次

に
童
女
が
、
鶴
の
御
供
（
椎
の
枝
で
蒸
し
た
米
を
包
み
鶴
を
象
っ
た
も
の
）

　
　

を
供
え
る
。
終
了
後
、
太
鼓
と
共
に
各
神
輿
は
、
練
り
つ
つ
日
吉
神
社
へ
と
向

　
　
う
。
境
内
に
入
っ
た
後
も
順
に
練
る
。
そ
し
て
拝
殿
前
の
所
定
の
位
置
に
並
び
、

　
　

し
ば
し
休
憩
の
の
ち
本
社
祭
が
執
行
さ
れ
る
。
祝
詞
太
鼓
が
叩
か
れ
、
神
輿
は

　
　
社

前
を
横
一
列
の
ま
ま
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
練
る
。
終
了
後
、
七
台
の
神
輿

　
　

は
拝
殿
に
上
げ
ら
れ
亀
の
御
供
（
前
記
同
様
の
亀
形
の
も
の
）
が
供
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

　
　

こ
れ
が
終
わ
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
に
還
御
す
る
。

　

こ
う
し
た
概
況
の
み
に
よ
っ
て
判
断
す
る
な
ら
ば
、
七
社
立
会
神
事
に
お
け
る
竜

王
の
舞
が
ユ
ニ
ー
ク
な
特
徴
を
備
え
て
い
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
。
だ
が
、

七

社
立

会
神
事
が
七
社
の
神
輿
を
集
合
さ
せ
て
合
同
で
行
な
わ
れ
る
祭
礼
で
あ
っ
た

こ
と
は
、
竜
王
の
舞
が
新
し
く
請
け
負
っ
た
役
割
を
検
討
す
る
さ
い
も
重
要
で
あ
る
。

幸
い
に
も
竜
王
の
舞
を
担
当
す
る
河
内
町
の
動
向
に
留
意
し
な
が
ら
七
社
立
会
神
事

を
紹
介
し
た
報
告
が
存
在
す
る
の
で
、
以
下
に
お
い
て
参
照
し
て
ほ
し
い
。
七
社
立

会
神
事
は
河
内
町
に
関
し
て
い
え
ば
、
氏
神
で
あ
る
六
所
神
社
に
お
い
て
執
行
さ
れ

る
神
事
の
延
長
線
上
に
こ
そ
存
在
し
て
い
る
。

　
　

氏
神
・
六
所
神
社
の
祭
礼
は
、
古
く
は
九
月
九
日
で
あ
っ
た
が
、
い
ま
は
十
月
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十
日
に
改
め
ら
れ
た
。
神
事
は
日
吉
神
社
（
山
王
大
権
現
惣
社
）
へ
神
輿
が
渡

　
　

御
し
、
そ
の
社
頭
で
お
こ
な
わ
れ
る
。
当
日
の
早
朝
、
氏
子
は
六
所
神
社
に
参

　
　

集
し
、
ま
ず
ご
神
体
を
神
輿
に
移
座
申
し
あ
げ
る
。
そ
の
後
、
高
札
・
太
鼓
・

　
　

幟
・
毛
槍
・
神
輿
の
順
に
行
列
を
組
み
、
ま
ず
普
光
寺
境
内
の
元
宮
へ
と
練
る
。

　
　
（
中
略
）
以
前
は
午
前
九
時
頃
、
野
上
の
大
歳
神
社
の
神
輿
が
旧
普
光
寺
村
ま
で

　
　

出
む
き
、
六
所
神
社
へ
「
七
度
半
の
使
者
」
を
さ
し
む
け
た
（
現
在
は
廃
止
）
。

　
　
六
所
社
の

神
輿
は
こ
の
使
者
を
う
け
て
お
も
む
ろ
に
出
発
、
大
歳
社
の
待
つ
所

　
　

に
つ
き
、
二
つ
の
神
輿
の
前
で
ジ
ョ
マ
イ
ジ
ョ
ー
（
陵
王
舞
・
龍
王
舞
）
が
奉
納

　
　

さ
れ
る
。
仕
手
は
河
内
で
あ
る
。
二
社
が
そ
ろ
っ
て
甲
和
泉
ま
で
進
む
と
有
馬

　
　
神
社
（
和
泉
町
）
を
さ
そ
っ
た
新
宮
神
社
（
山
田
町
）
の
神
輿
が
待
ち
う
け
て

　
　

お
り
、
四
社
の
前
で
ふ
た
た
び
ジ
ョ
マ
イ
ジ
ョ
ー
が
演
ぜ
ら
れ
る
。
四
神
輿
は

　
　
新
宮
・
大
歳
・
有
馬
・
六
所
の
順
で
南
下
し
、
八
王
子
神
社
と
合
同
す
る
。
八

　
　
王

子
社
は
午
前
九
時
半
頃
に
出
発
、
馬
渡
谷
の
二
つ
池
の
峠
で
小
休
し
、
四
社

　
　
の

和
泉
到
着
時
刻
を
見
は
か
ら
っ
て
い
っ
し
ょ
に
な
る
。
五
社
は
、
西
よ
り
新

　
　
宮
・
大
歳
・
六
所
・
有
馬
・
八
王
子
と
、
六
所
を
中
心
に
南
面
し
て
並
列
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

こ
こ
で
ま
た
ジ
ョ
マ
イ
ジ
ョ
ー
が
献
ぜ
ら
れ
、
日
吉
神
社
へ
と
つ
く
の
で
あ
る
。

　
平
成
八
年
以
降
継
続
し
て
い
る
現
地
調
査
の
成
果
に
依
拠
し
な
が
ら
補
遺
し
て
お

け
ば
、
竜
王
の
舞
は
河
内
町
に
お
い
て
計
二
回
演
じ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
普
光
寺

の
仁
王

門
脇
、
そ
し
て
六
所
神
社
の
神
輿
と
大
歳
神
社
の
神
輿
が
合
流
す
る
四
辻
（
か

つ
て

は
才
の
元
）
で
あ
る
。
竜
王
の
舞
は
い
ず
れ
も
一
時
的
に
据
え
ら
れ
た
神
輿
に

向
か
っ
て
演
じ
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
以
降
も
そ
の
形
式
が
採
用
さ
れ
る
（
毎
回
、

王
の
舞
に
続
い
て
獅
子
舞
も
登
場
す
る
が
、
こ
ち
ら
は
極
端
に
簡
略
化
し
て
い
る
）
。

有
馬
神
社
の
神
輿
と
新
宮
神
社
の
神
輿
が
和
泉
町
（
旧
河
原
村
）
で
合
流
す
る
さ
い

も
、
こ
う
し
た
形
式
に
則
っ
て
竜
王
の
舞
が
演
じ
ら
れ
る
。
だ
が
、
八
王
子
神
社
の

神
輿
は
以
前
こ
そ
和
泉
町
の
出
口
西
浦
で
合
流
し
て
い
た
が
、
現
在
も
は
や
七
社
立

会
神
事
に
参
加
し
て
い
な
い
。
神
輿
の
立
会
も
存
在
し
な
い
た
め
、
竜
王
の
舞
は
演

じ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
八
王
子
神
社
の
神
輿
に
つ
い
て
の
み
、
喜

多
慶
治
の
報
告
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
補
遺
し
て
お
き
た
い
。

　
　

油
谷
田
谷
の
八
王
子
神
社
の
神
輿
は
、
午
前
九
時
半
頃
出
輩
、
途
中
馬
渡
谷
の

　
　

ニ

ツ
池
畔
で
小
憩
、
前
述
の
四
神
輿
が
西
浦
に
着
く
時
間
を
見
計
っ
て
西
浦
へ

　
　

着
く
が
、
西
浦
で
は
合
流
す
る
五
神
輿
は
南
向
き
一
列
に
並
び
、
西
端
か
ら
山

　
　

田
新
宮
社
、
野
上
大
歳
社
、
河
内
六
処
社
、
和
泉
有
馬
社
、
油
谷
八
王
子
社
の

　
　
順

に
東
へ
と
並
ぶ
。
こ
・
で
再
び
竜
王
の
舞
を
舞
う
。
／
次
い
で
五
社
の
神
輿

　
　
発
輩
、
日
吉
神
社
本
殿
裏
を
廻
っ
て
、
池
上
の
御
旅
所
に
入
る
。
こ
の
五
社
神

　
　
幸
の
順
序
は
、
山
田
新
宮
社
↓
野
上
大
歳
社
↓
和
泉
有
馬
社
↓
油
谷
八
王
子
社

　
　

↓
河
内
六
処
社
の
順
で
あ
る
。
最
近
油
谷
田
谷
は
立
会
祭
に
参
加
し
な
く
な
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

た
の
で
、
西
浦
で
の
竜
王
の
舞
は
省
略
、
直
接
御
旅
所
入
り
と
な
る
。

　
以

上
、
七
社
立
会
神
事
を
構
成
す
る
儀
礼
の
細
則
は
、
竜
王
の
舞
が
い
か
な
る
役

割
を
請
け
負
っ
て
い
る
か
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

竜
王
の
舞
は
あ
く
ま
で
も
河
内
町
が
担
当
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
各
社
の
神
輿
が
合

流

す
る
た
び
必
ず
演
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
七
社
立
会
神
事
に
お
け
る

竜
王
の

舞
の
位
置
を
性
急
に
解
釈
す
る
こ
と
は
少
し
ば
か
り
禁
欲
し
て
、
や
は
り
七

社
立
会
神
事
の
概
況
を
見
き
わ
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
再
び
竜
王
の
舞
を
担
当
す
る

河
内
町
の
動
向
に
留
意
し
な
が
ら
七
社
立
会
神
事
を
紹
介
し
た
報
告
を
参
照
す
る
。

事
態
は
も
は
や
七
社
立
会
神
事
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
突
入
し
て
い
る
。

　
　
和
泉
で
そ
ろ
っ
た
五
社
の
神
輿
は
、
新
宮
・
大
歳
・
有
馬
・
八
王
子
・
六
所
の

　
　
順
で

出
発
し
、
日
吉
神
社
の
裏
手
を
通
り
池
上
の
御
旅
所
に
到
着
す
る
。
こ
れ

　
　

よ
り
さ
き
、
中
富
の
磯
部
・
別
府
の
大
歳
の
二
神
輿
は
御
旅
所
に
い
た
り
、
五

　
　
社
を
待
つ
の
が
恒
例
で
あ
る
。
旅
所
で
そ
ろ
っ
た
七
社
は
、
南
よ
り
大
歳
（
別

　
　
府
）
・
磯
部
・
大
歳
（
野
上
）
・
六
所
・
新
宮
・
有
馬
・
八
王
子
と
東
面
し
て
横

　
　
列
に
な
ら
ぶ
。
時
刻
は
ち
ょ
う
ど
昼
頃
と
な
る
。
こ
こ
で
七
神
輿
に
「
献
供
の

　
　
式
」
が
あ
る
。
こ
の
儀
式
は
、
旧
例
に
の
っ
と
り
池
上
の
少
女
七
人
が
椎
柴
に

　
　
つ
つ
ん
だ
御
供
を
た
て
ま
つ
る
の
で
あ
る
。
／
献
供
が
終
る
と
、
新
宮
・
大
歳

　
　
（
野
上
）
・
有
馬
・
八
王
子
・
磯
部
・
大
歳
（
別
府
）
・
六
所
の
順
で
池
上
御
旅
所
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八
十
三
番
の
田
に
入
り
、
「
丈
く
ら
べ
」
の
式
を
お
こ
な
う
。
こ
の
時
ま
た
ジ
ョ

　
　
マ
イ
ジ
ョ
の
奉
納
が
あ
り
、
日
吉
神
社
へ
と
む
か
う
。
社
前
で
し
ば
ら
く
神
輿

　
　
を
練
り
、
や
が
て
宮
入
り
と
な
る
。
古
く
は
七
神
輿
を
神
前
に
か
つ
ぎ
入
れ
て

　
　
す
え
な
ら
べ
た
が
、
現
在
で
は
拝
殿
に
す
え
お
き
、
高
札
の
み
を
神
殿
に
入
れ

　
　
る
。
こ
こ
で
ふ
た
た
び
椎
柴
御
供
の
奉
献
が
あ
り
、
神
事
は
す
べ
て
終
了
、
各

　
　
神
輿
の
還
御
と
す
る
。
／
六
所
神
社
の
神
輿
は
、
無
事
帰
還
す
る
と
神
移
し
の

　
　
式
を
お
こ
な
い
、
御
神
体
を
本
殿
に
い
つ
き
ま
つ
る
。
そ
の
後
恒
例
の
餅
ま
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

　
　
の
儀
が
あ
り
、
盛
大
な
秋
の
祭
礼
は
終
り
を
つ
げ
る
の
で
あ
る
。

　
再
び

平
成
八
年
以
降
の
現
地
調
査
に
依
拠
し
て
補
遺
し
て
お
け
ば
、
竜
王
の
舞
は

六

社
の

神
輿
が
合
流
す
る
御
旅
所
に
お
い
て
も
演
じ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
最
後
に

到
着
し
た
六
所
神
社
の
神
輿
が
御
旅
所
の
広
場
に
据
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
竜
王
の

舞
が
神
輿
に
向
か
っ
て
演
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
直
後
に
六
所
神
社
の
神
輿
は

所
定
の
場
所
、
つ
ま
り
横
一
列
に
並
べ
ら
れ
た
神
輿
の
中
央
に
移
動
す
る
。
一
方
、

向
か
っ
て
左
端
は
そ
も
そ
も
八
王
子
神
社
の
神
輿
が
収
ま
る
べ
き
場
所
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
現
在
は
六
所
神
社
の
神
輿
が
中
央
に
据
え
ら
れ
た
後
、
こ
の
場
所
に
子
供
神

輿
が
収
め

ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
六
社
の
神
輿
お
よ
び
子
供
神
輿
が
所

定
の
位
置
に
収
ま
っ
た
と
こ
ろ
を
見
計
ら
っ
て
、
よ
う
や
く
椎
柴
の
御
供
を
献
上
す

る
儀
礼
が
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
七
社
の
神
輿
が
「
せ
い
く
ら
べ
ば
」
（
御
旅
所
と
日
吉
神
社
の
中
間
に
あ
っ

た
）
に
移
動
し
て
く
り
ひ
ろ
げ
た
「
丈
く
ら
べ
」
の
式
、
一
般
に
「
せ
い
く
ら
べ
」

と
も
呼
ば
れ
て
い
る
儀
礼
は
「
何
れ
の
神
輿
も
昇
夫
一
同
出
来
る
限
り
手
を
延
ば
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
輿
を
指
し
上
げ
其
の
高
さ
を
競
ふ
」
も
の
で
あ
り
、
「
呼
吸
が
合
う
と
、
さ
し
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

げ

た
左
腕
の
伸
ば
し
た
指
先
に
昇
ぎ
棒
を
乗
せ
る
と
い
う
」
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
い
。

だ
が
、
頻
繁
に
喧
嘩
が
お
こ
り
怪
我
人
が
出
る
ば
あ
い
も
あ
っ
た
た
め
、
現
在
は
行

な
わ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
竜
王
の
舞
も
演
じ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

せ
い

く
ら
べ
は
往
時
の
七
社
立
会
神
事
に
お
い
て
最
も
多
く
の
人
々
を
集
め
た
ス
ペ

ク
タ
ク
ル
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
竜
王
の
舞
も
そ
の
直
後
に
演
じ
ら

れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、

で
き
る
だ
ろ
う
か
。

最
も
多
く
の
人
々
に
見
ら
れ
る
機
会
を
得
た
と
い
う
こ
と
が

③
七
社
立
会
神
事
に
お
け
る
七
社

　
以

上
、
日
吉
神
社
の
七
社
立
会
神
事
の
概
況
の
み
を
紹
介
し
て
き
た
。
だ
が
、
七

社
立
会
神
事
の
全
体
を
民
俗
誌
と
し
て
記
述
す
る
試
み
は
措
く
と
し
て
も
、
依
然
と

し
て
残
さ
れ
て
い
る
問
題
が
存
在
す
る
。
七
社
立
会
神
事
に
お
け
る
竜
王
の
舞
の
位

置
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
に
も
、
や
は
り
紙
数
を
割
い
て
扱
っ
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
七
社
立
会
神
事
に
お
け
る
七
社
の
実
態
は
い
か
な
る
も

の
で

あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
七
社
の
中
身
は
歴
史
的
に

見
た
ば
あ
い
、
ど
う
や
ら
変
動
し
て
い
た
、
つ
ま
り
若
干
の
異
同
が
あ
っ
た
ら
し
い
。

あ
ら
た
め
て
喜
多
の
報
告
を
参
照
し
つ
つ
も
、
昭
和
十
三
年
（
一
九
三
八
）
に
刊
行

さ
れ
た
『
兵
庫
県
神
社
誌
』
中
巻
に
お
け
る
記
事
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
少

し
ば
か
り
く
わ
し
く
見
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
へ

　
喜
多
は
七
社
が
「
日
吉
神
社
を
中
心
に
し
て
周
辺
約
四
㎞
の
半
径
内
に
あ
る
」
こ

と
を
指
摘
し
た
上
で
、
七
社
の
実
態
を
紹
介
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
（
1
）
加
西
市

鍛
冶
屋
町
（
旧
多
賀
野
村
油
谷
、
田
谷
入
会
地
）
の
八
王
子
神
社
、
（
2
）
加
西
市
河

内
町
（
旧
多
賀
野
村
河
内
）
の
六
処
神
社
、
（
3
）
加
西
市
野
上
町
（
旧
多
賀
野
村
野

上
）
の
大
歳
神
社
、
（
4
）
加
西
市
山
田
町
（
旧
多
賀
野
村
山
田
）
の
新
宮
神
社
、
（
5
）

加
西
市
和
泉
町
（
旧
多
賀
野
村
和
泉
）
の
有
馬
神
社
、
（
6
）
加
西
市
中
富
町
（
旧
在

田
村
中
富
）
の
磯
部
神
社
、
（
7
）
加
西
市
別
府
中
町
（
旧
富
谷
村
別
府
）
の
大
歳
神

社
で

あ
り
、
こ
の
七
社
の
神
輿
が
決
ま
っ
た
順
序
で
日
吉
神
社
に
渡
御
し
て
、
合
同

で

祭
礼
を
執
行
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
喜
多
が
調
査
し
た
当
時
、
祭
礼
は
毎
年
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

旧
暦
九
月
九
日
に
行
な
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
。

　

こ
う
し
た
次
第
は
ほ
か
に
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
『
神
社
調

書
』
は
古
例
祭
の
祭
日
が
旧
暦
の
九
月
九
日
で
あ
る
こ
と
、
七
社
が
（
1
）
多
加
野
村
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油
谷

田
谷
立
会
地
郷
社
八
王
寺
神
社
、
（
2
）
同
村
和
泉
（
旧
名
富
家
河
原
ノ
併
合
）

有
馬
神
社
、
（
3
）
同
村
山
田
村
社
新
宮
神
社
、
（
4
）
同
村
野
上
村
社
大
年
神
社
、
（
5
）

在
田
村
中
富
村
社
磯
部
神
社
、
（
6
）
富
谷
村
別
府
村
社
大
歳
神
社
、
（
7
）
多
加
野
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

河

田
村
六
所
神
社
で
あ
る
こ
と
を
記
録
し
て
お
り
、
喜
多
が
報
告
し
た
内
容
と
も
ほ

ぼ
重

な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
『
兵
庫
県
神
社
誌
』
中
巻
は
「
古
老
聞
書
」
と
し
て
磯

部
神
社
の
神
輿
に
関
す
る
興
味
深
い
伝
承
を
紹
介
し
て
い
る
。

　
　

中
富
及
び
笹
倉
の
氏
子
が
昇
き
奉
る
中
富
の
磯
部
神
社
の
神
輿
の
高
札
の
み
は

　
　

其
の
村
は
つ
れ
に
於
て
郷
社
石
部
神
社
の
方
に
赴
く
真
似
を
な
し
て
約
一
丁
を

　
　

迂

回
し
て
当
社
に
来
る
然
る
に
高
札
に
随
ふ
神
輿
は
高
札
の
如
く
迂
回
せ
ず
し

　
　

て
進
み

其
の
迂
回
し
来
り
し
高
札
を
先
に
立
て
・
当
社
に
渡
御
し
来
る
是
れ
蓋

　
　

し
往
時
磯
部
神
社
の
神
輿
が
郷
社
石
部
神
社
に
渡
御
し
た
り
し
を
何
時
の
頃
に

　
　
か

当
社
へ
の
渡
御
を
初
め
し
結
果
其
旧
風
を
高
札
の
迂
回
に
よ
り
て
示
し
た
る

　
　

も
の
な
ら
ん
／
か
く
て
磯
部
神
社
を
除
き
た
る
六
社
は
古
来
よ
り
当
社
へ
渡
御

　
　

し
た
る
事
明
か
な
る
も
其
の
六
社
の
神
輿
の
数
は
当
社
七
座
の
数
と
一
致
せ
ざ

　
　

る
も
の
有
り
其
の
不
足
の
一
神
輿
は
今
日
郷
社
八
王
子
神
社
に
保
存
せ
る
は
八

　
　

王
子

神
社
の
別
当
寺
た
る
奥
山
寺
の
鎮
守
妙
見
大
明
神
の
も
の
な
る
べ
し
即
ち

　
　
磯
部
神
社
神
輿
の
渡
御
前
に
は
奥
山
寺
と
妙
見
大
明
神
の
神
輿
が
渡
御
し
た
る

　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
も
の
な
ら
ん

　

こ
の
伝
承
は
七
社
立
会
神
事
に
登
場
す
る
神
輿
に
関
し
て
、
八
王
子
神
社
の
別
当

寺
で
あ
る
奥
山
寺
の
鎮
守
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
た
妙
見
神
社
の
神
輿
が
い
つ
し
か
磯

部
神
社
の
神
輿
に
入
れ
替
わ
っ
た
消
息
を
知
ら
せ
て
い
る
。
一
方
、
宝
暦
十
二
年
（
一

七
六

二
）
ご
ろ
に
成
立
し
た
と
い
わ
れ
る
『
播
磨
鑑
』
は
、
九
月
九
日
の
七
社
立
会

神
事
に
神
輿
を
出
す
七
社
と
し
て
六
所
権
現
（
普
光
寺
）
・
新
宮
大
明
神
（
田
井
村
）
・

大
歳
大
明
神
（
野
上
村
）
・
妙
見
大
明
神
（
別
府
村
）
・
磯
部
大
明
神
（
中
富
村
）
・

庄

間
大
明
神
、
今
有
馬
大
明
神
（
富
家
村
）
・
大
八
王
子
（
宇
仁
庄
奥
山
寺
）
を
あ

　
　
　
（
1
5
）

げ
て
お
り
、
磯
部
大
明
神
（
中
富
村
）
と
大
八
王
子
（
宇
仁
庄
奥
山
寺
）
が
同
時
に

参
加
し
て
い
る
。
こ
の
大
八
王
子
は
八
王
子
神
社
と
奥
山
寺
の
妙
見
神
社
の
ど
ち
ら

を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
両
者
は
そ
も
そ
も
一
体
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ

る
が
、
大
八
王
子
と
い
う
表
現
を
使
用
し
て
い
る
以
上
、
お
そ
ら
く
郷
社
の
八
王
子

神
社
で
あ
ろ
う
。

　

い

ず
れ
に
し
て
も
、
当
初
こ
そ
八
王
子
神
社
と
奥
山
寺
の
妙
見
神
社
は
ど
ち
ら
も

七

社
立
会
神
事
に
神
輿
を
出
し
て
い
た
が
、
宝
暦
十
二
年
よ
り
も
早
い
時
期
に
奥
山

寺
の
妙
見
神
社
の
神
輿
が
磯
部
神
社
の
神
輿
に
差
し
替
え
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ

う
だ
と
し
た
ら
、
磯
部
神
社
の
神
輿
は
遅
れ
て
参
入
し
た
と
い
う
意
味
で
、
七
社

立
会
神
事
に
お
い
て
微
妙
な
立
場
に
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
と
こ

ろ
が
、
『
大
宮
縁
起
』
は
七
社
の
神
輿
が
整
列
し
た
様
子
に
つ
い
て
、
「
七
社
神
輿
井

座
拝
殿
則
中
者
六
所
権
現
左
三
社
先
神
宮
大
明
神
次
往
昔
奥
山
寺
妙
見
宮
大
明
神
今

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
6
）

有
馬
大
明
神
次
八
王
子
右
三
社
先
大
歳
大
明
神
次
磯
辺
大
明
神
次
妙
見
大
明
神
」
と

い

う
。
す
な
わ
ち
、
か
つ
て
は
奥
山
寺
の
妙
見
神
社
の
神
輿
が
七
社
立
会
神
事
に
参

加
し
て
い
た
が
、
あ
る
時
期
に
有
馬
神
社
の
神
輿
に
入
れ
替
わ
っ
た
と
い
う
の
で
あ

る
。
こ
の
伝
承
は
ど
う
解
釈
し
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
現
在
、
か
く
も
錯
綜
し
た
伝
承
が
総
体
と
し
て
含
意
す
る
と
こ
ろ
を
解
読
す
る
こ

と
は
、
残
念
な
が
ら
で
き
そ
う
に
も
な
い
。
今
後
を
期
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

当
面
は
七
社
の
中
身
が
変
動
し
て
い
た
こ
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
七
社
の
数
じ
た
い

は
変
動
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
け
ば
い
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
七
社
立

会
神
事
に
お
け
る
異
同
は
今
日
で
も
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
か
つ
て

毎
年
の
旧
暦
九
月
九
日
で
あ
っ
た
祭
日
は
、
隔
年
（
偶
数
年
）
の
十
月
十
日
に
変
更

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
現
在
の
七
社
立
会
神
事
に
お
い
て
、
八
王
子
神
社
の
神
輿
は

参
加
し
て
い
な
い
。
そ
の
直
接
的
な
理
由
は
詮
索
し
な
い
と
し
て
も
、
八
王
子
社
の

神
輿
に
付
与
さ
れ
た
集
合
的
な
記
憶
が
作
用
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

　
『
神
社
調
書
』
は
多
加
野
村
の
国
政
・
青
野
・
小
印
南
・
大
工
・
馬
渡
谷
・
鍛
冶

屋
・
田
谷
・
油
谷
に
つ
い
て
、
「
右
は
明
治
以
前
外
氏
子
な
り
し
に
明
治
以
後
は
産

土

神
社
た
る
八
王
子
神
社
を
郷
社
と
し
て
其
の
氏
子
と
な
れ
り
然
れ
ど
も
秋
祭
即
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

七
社
立

会
の
祭
典
に
は
慣
行
に
よ
り
神
輿
の
渡
御
を
今
猶
継
続
し
来
る
」
と
い
う
。
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そ
し
て
、
八
王
子
神
社
じ
た
い
の
祭
礼
は
七
社
立
会
神
事
の
翌
日
に
独
立
し
て
行
な

わ
れ
て
お
り
、
八
王
子
神
社
の
神
輿
の
み
な
ら
ず
奥
山
寺
の
妙
見
神
社
の
神
輿
も
出

　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

御
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
八
王
子
神
社
の
神
輿
も
七
社
立
会
神

事
に
お
い
て
微
妙
な
立
場
に
置
か
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
あ
ら
た
め

て

御
旅
所
に
お
い
て
八
王
子
神
社
の
神
輿
が
あ
る
べ
き
場
所
に
収
ま
っ
た
神
輿
が
子

供

神
輿
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
ほ
し
い
。
こ
こ
に
も
七
社
の
中
身
が
変
動
し

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
七
社
と
い
う
数
を
あ
わ
せ
る
こ
と
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る

消
息
の
一
端
が
う
か
が
わ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
日
吉
神
社
が
比
叡
山
の
日
吉
大
社
に
お
け
る
上
七
社
を
勧
請
し
た
も
の
で

あ
る
と
い
う
伝
承
に
立
脚
し
て
い
る
一
方
、
お
そ
ら
く
日
吉
神
社
に
よ
っ
て
繋
が
れ

た
地
域
に
埋
め
こ
ま
れ
た
集
合
的
な
記
憶
の
産
物
で
も
あ
ろ
う
。
中
澤
章
浩
は
「
各

所
の
神
社
に
奉
斎
す
る
祭
神
を
一
ケ
所
に
勧
請
し
合
祀
し
た
神
社
を
総
社
と
い
う
が
、

総
社

あ
る
い
は
お
旅
所
に
各
社
の
神
輿
が
集
合
し
て
合
同
祭
祀
が
行
わ
れ
る
こ
と
」

を
と
り
あ
げ
、
こ
う
し
た
「
出
合
い
祭
」
が
「
総
社
に
関
係
な
く
、
互
い
に
以
前
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
神
社
の
神
輿
ど
う
し
で
あ
っ
た
り
も
す
る
」
こ
と
を
指
摘
し

て

い

る
。
そ
し
て
、
丘
ハ
庫
県
の
祭
礼
に
お
い
て
も
具
体
的
な
事
例
を
あ
げ
て
い
た
。

　
　
新
井
神
社
（
氷
上
郡
柏
原
町
大
新
屋
）
は
五
ケ
村
の
総
社
で
あ
り
、
各
社
の
神

　
　
輿
が
出
合
い
、
祭
礼
が
執
り
行
わ
れ
る
。
石
部
神
社
（
加
西
市
上
野
町
）
で
も
、

　
　
若
王
子
神
社
の
神
輿
と
出
合
い
、
境
内
で
合
同
の
祭
祀
を
行
う
。
日
吉
神
社
（
加

　
　
西
市
池
上
町
）
で
は
七
社
の
各
神
輿
が
先
ず
お
旅
所
へ
集
合
し
、
続
い
て
本
社

　
　

で
立

合
い
神
事
を
行
う
。
以
前
は
三
体
で
宮
入
り
し
た
と
い
う
。
そ
の
他
各
地

　
　

で

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
出
合
い
神
事
で
は
神
輿
の
進
行
に
伴
い
、
か
つ
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
　

そ
の
順
序
が
云
々
さ
れ
問
題
に
な
る
ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
不
穏
な
痕
跡
が
日
吉
神
社
の
七
社
立
会
神
事
に
も
少
な
か

ら
ず
刻
み
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
も
は
や
い
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ

て
、
七
社
立
会
神
事
は
七
社
立
会
神
事
じ
た
い
が
抱
え
こ
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
理

念

と
実
際
の
葛
藤
を
飼
い
慣
ら
し
な
が
ら
続
け
ら
れ
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
方

法
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
か
く
し
て
、
七
社
立
会
神
事
に
お
け
る
竜
王

の

舞
の
位
置
が
考
察
す
る
べ
き
問
題
と
し
て
浮
か
び
あ
が
る
。
す
な
わ
ち
、
竜
王
の

舞
は
七
社
立
会
神
事
を
文
字
ど
お
り
構
成
す
る
方
法
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
七
社
立
会
神
事
の
理
念
と
実
際
を
調
停
す
る
こ
と
に
貢
献
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ

る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
も
う
一
度
だ
け
七
社
立
会
神
事
に
お
け
る
竜
王
の
舞
の
位

置
を
解
釈
す
る
試
み
を
遅
延
さ
せ
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
も
、
中
澤
も
言
及
し
て

い

た
石
部
神
社
の
祭
礼
が
、
わ
ず
か
な
が
ら
で
あ
る
が
本
稿
の
関
心
を
側
面
的
に
支

持
す
る
手
が
か
り
を
残
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

④
石
部
神
社
の
竜
王
の
舞

　
わ
ず
か
な
が
ら
と
断
っ
て
お
い
た
の
は
、
以
前
は
石
部
神
社
の
祭
礼
で
も
見
る
こ

と
が
で
き
た
竜
王
の
舞
が
今
日
も
は
や
演
じ
ら
れ
て
い
な
い
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
痕

跡

に
し
て
も
よ
う
や
く
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
程
度
の
微
弱
な
も
の
で
し
か
な
い

せ
い

で

あ
っ
た
。
石
部
神
社
の
祭
礼
こ
そ
平
成
十
三
年
十
月
七
日
に
実
見
し
て
い
る

が
、
肝
心
の
竜
王
の
舞
が
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
以
上
（
鼻
高
面
や
装
束
な
ど
は
残
っ

て

い

る
）
、
本
稿
の
関
心
を
側
面
的
に
支
持
す
る
手
が
か
り
は
あ
ま
り
に
も
乏
し
い

と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
だ
が
、
幸
い
に
も
前
述
し
た
『
兵
庫
県
神
社
誌
』
中
巻
が

く
わ
し
い
記
録
を
掲
載
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
は
そ
の
内
容
を
検
討
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
論
述
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　
兵
庫
県
加
西
市
上
野
町
に
鎮
座
す
る
石
部
神
社
の
祭
礼
は
、
か
つ
て
十
月
十
六
日

に
行
な
わ
れ
て
い
た
。
『
神
社
調
書
』
が
「
十
六
日
宵
宮
祭
、
十
七
日
昼
宮
祭
、
十

七

日
は
神
幸
式
あ
り
即
ち
神
輿
は
御
旅
所
な
る
在
田
村
越
水
鎮
座
の
村
社
磯
部
神
社

に
渡
御
、
祭
儀
を
終
つ
て
還
御
、
此
時
途
中
に
於
て
同
村
別
所
の
村
社
若
王
子
神
社

及
び
西
在
田
村
下
道
山
の
村
社
磯
崎
神
社
の
両
神
輿
と
出
会
ひ
当
社
へ
倶
ひ
て
還
御

せ

ら
る
而
し
て
祭
典
後
、
若
王
子
、
磯
崎
両
者
の
神
輿
は
各
々
其
本
社
へ
還
御
せ
ら

る
、
な
ほ
当
社
の
神
輿
昇
は
年
番
と
し
其
順
序
は
上
野
、
佐
谷
、
広
原
、
下
芥
田
、
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（
2
1
）

上
芥
田
、
鴨
谷
、
殿
原
、
北
と
す
」
と
い
う
と
お
り
、
祭
礼
に
お
い
て
石
部
神
社
の

神
輿
は
八
つ
の
町
が
毎
年
交
代
し
て
昇
い
て
い
る
。

　

ま
た
、
「
神
輿
は
御
旅
所
な
る
在
田
村
越
水
鎮
座
の
村
社
磯
部
神
社
に
渡
御
、
祭

儀

を
終
つ
て
還
御
、
此
時
途
中
に
於
て
同
村
別
所
の
村
社
若
王
子
神
社
及
び
西
在
田

村
下

道
山
の
村
社
磯
崎
神
社
の
両
神
輿
と
出
会
ひ
当
社
へ
倶
ひ
て
還
御
せ
ら
る
」
と

い
う
の
も
興
味
深
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
祭
礼
は
石
部
神
社
・
若
王
子
神
社
・
磯
崎

神
社
の
神
輿
が
石
部
神
社
に
集
合
す
る
と
い
う
意
味
で
、
三
社
立
会
神
事
と
で
も
い

う
べ
き
も
の
で
あ
り
（
特
別
な
名
称
こ
そ
冠
し
て
い
な
い
が
）
、
日
吉
神
社
の
七
社

立

会
神
事
を
し
の
ば
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
消
息
は
磯
崎
神
社
に
関
す
る
「
古

老
聞
書
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
、
「
神
輿
在
田
村
な
る
郷
社
石
部
神
社
へ
渡
御
途
中

石

部
神
社
、
別
所
な
る
若
王
子
神
社
の
各
神
輿
と
出
遭
ひ
一
定
の
順
番
に
従
ひ
石
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

神
社
へ
宮
入
を
行
ひ
百
膳
献
供
の
式
あ
り
て
終
了
後
還
幸
」
と
い
う
次
第
に
よ
っ
て

も
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

じ
っ
さ
い
、
石
部
神
社
の
祭
礼
が
日
吉
神
社
の
七
社
立
会
神
事
と
も
一
定
の
関
係

を
持
っ
て
お
り
、
少
な
か
ら
ず
交
渉
し
て
い
た
可
能
性
は
き
わ
め
て
大
き
い
。
七
社

立

会
神
事
に
参
加
す
る
磯
部
神
社
の
神
輿
に
興
味
深
い
伝
承
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
、
も
は
や
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
あ
ら
た
め
て
参
照
し
て
ほ
し
い
。
そ

れ

は
「
中
富
及
び
笹
倉
の
氏
子
が
昇
き
奉
る
中
富
の
磯
部
神
社
の
神
輿
の
高
札
の
み

は
其
の
村
は
つ
れ
に
於
て
郷
社
石
部
神
社
の
方
に
赴
く
真
似
を
な
し
て
約
一
丁
を
迂

回
し
て
当
社
に
来
る
然
る
に
高
札
に
随
ふ
神
輿
は
高
札
の
如
く
迂
回
せ
ず
し
て
進
み

其
の
迂
回
し
来
り
し
高
札
を
先
に
立
て
・
当
社
に
渡
御
し
来
る
是
れ
蓋
し
往
時
磯
部

神
社
の
神
輿
が
郷
社
石
部
神
社
に
渡
御
し
た
り
し
を
何
時
の
頃
に
か
当
社
へ
の
渡
御

を
初
め
し
結
果
其
旧
風
を
高
札
の
迂
回
に
よ
り
て
示
し
た
る
も
の
な
ら
ん
」
と
い
う

　
　
　
　
（
2
3
）

も
の
で
あ
っ
た
。

　
石
部
神
社
の
祭
礼
に
関
し
て
い
え
ば
、
明
治
三
十
二
年
（
一
八
九
九
）
と
明
治
三

十
四
年
（
一
九
〇
一
）
の
二
度
に
わ
た
っ
て
、
神
輿
の
立
会
に
ま
つ
わ
る
不
穏
な
空

気
が
紛
議
と
し
て
事
件
化
し
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
顛
末
を
記
録
し
た
明
治
四
十

三

年
（
一
九
一
〇
）
の
「
覚
書
」
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
日
吉
神

社
の
七

社
立
会
神
事
に
お
い
て
も
似
た
よ
う
な
紛
議
は
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
残

念
な
が
ら
（
で
も
な
い
だ
ろ
う
が
）
文
書
と
し
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
文
書
は
七
社
立
会
神
事
が
抱
え
こ
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
理
念

と
実
際
の
葛
藤
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
葛
藤
を
飼
い
慣
ら
す
過
程
に
つ
い
て
考
え
る

さ
い
に
も
、
き
わ
め
て
有
益
な
手
が
か
り
を
提
供
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

だ

ろ
う
。
以
下
、
全
文
を
紹
介
す
る
。

　
　

明
治
参
拾
弐
年
ノ
祭
式
当
日
石
部
神
社
ノ
越
水
村
磯
辺
神
社
御
旅
所
ヨ
リ
・
。
遍
幸

　
　

ト
磯
崎
神
社
ノ
神
輿
国
府
寺
ノ
御
旅
行
幸
ト
同
行
北
村
ヲ
経
テ
石
部
神
社
ノ
宮

　
　

前
池
ノ
東
方
二
到
ル
途
二
於
テ
ニ
神
輿
ノ
衝
突
ニ
ョ
リ
紛
議
ヲ
生
ジ
遂
二
磯
崎

　
　

神
社
ノ
神
輿
ハ
祭
式
ヲ
了
ラ
ズ
其
儘
還
幸
ナ
シ
玉
ヒ
シ
以
来
神
輿
渡
御
ノ
御
式

　
　

中
止
ト
ナ
リ
タ
レ
バ
時
ノ
石
部
神
社
々
司
高
橋
寿
雄
氏
及
ビ
在
田
村
長
辻
徳
治

　
　

郎
氏
等
両
神
社
間
二
仲
裁
ナ
シ
タ
ル
モ
時
機
未
ダ
到
ラ
ズ
爾
来
石
部
若
王
子
ノ

　
　

ニ
神
社
ノ
ミ
御
式
ヲ
執
行
ナ
シ
居
リ
シ
ニ
明
治
参
拾
四
年
二
至
リ
門
練
リ
ノ
行

　
　
事
執
行
中
腹
神
輿
ノ
衝
突
ニ
ョ
リ
大
二
紛
議
ヲ
生
ジ
若
王
子
神
社
ノ
神
輿
ハ
其

　
　
儘
還
幸
ナ
シ
給
ヒ
夫
レ
ヨ
リ
渡
御
ノ
御
式
ヲ
中
止
セ
リ
爾
後
三
神
社
ノ
祭
式
ハ

　
　
恒

例
二
惇
リ
中
止
ノ
姿
二
至
レ
リ
愛
二
於
テ
有
志
ノ
士
式
ノ
再
興
ヲ
唱
へ
勧
誘

　
　

奔
走
セ
ル
ア
ル
モ
時
機
未
ダ
到
ラ
ズ
為
二
徒
労
二
属
シ
タ
リ
シ
カ
バ
明
治
四
拾

　
　
年
早
春
時
ノ
在
田
村
長
々
田
広
吾
氏
西
在
田
村
長
増
田
利
作
氏
式
典
ノ
衰
頽
ヲ

　
　
大
二
慨
歎
シ
三
神
社
間
二
立
入
リ
調
和
セ
ラ
ル
余
等
其
ノ
誠
意
二
感
ジ
各
氏
子

　
　
一
統
協
議
ヲ
遂
ゲ
同
年
旧
暦
九
月
九
日
未
明
二
至
リ
両
氏
ノ
仲
裁
二
従
ヒ
再
ビ

　
　
古
典
二
基
キ
旧
ノ
如
ク
祭
式
執
行
ナ
ス
ベ
キ
コ
ト
ヲ
誓
ヘ
リ
而
シ
従
来
執
行
セ

　
　

シ
御
式
行
事
中
時
ト
シ
テ
多
少
ノ
衝
突
ヲ
生
ズ
ル
事
項
ア
ル
ヲ
慮
リ
増
補
更
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
　

ヲ
加
へ
更
二
行
事
ヲ
定
ム
ル
事
左
ノ
如
シ

　
本
稿
に
お
い
て
も
度
々
言
及
し
て
い
る
が
、
日
吉
神
社
の
七
社
立
会
神
事
に
参
加

し
て
い
る
中
富
町
の
磯
部
神
社
の
神
輿
に
関
し
て
、
そ
の
高
札
だ
け
は
あ
た
か
も
石

部
神
社
に
向
か
う
と
で
も
思
わ
せ
る
よ
う
な
迂
回
路
を
取
る
。
こ
の
伝
承
が
磯
部
神
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社
の

神
輿
に
付
与
さ
れ
た
集
合
的
な
記
憶
を
反
映
し
て
お
り
、
参
加
す
る
祭
礼
を
変

更
さ
せ
て
し
ま
う
く
ら
い
重
大
な
出
来
事
が
お
こ
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
と
し

た
ら
、
そ
れ
も
案
外
こ
う
し
た
事
件
に
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
感
じ
ら

れ

る
の
だ
が
、
は
た
し
て
真
相
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
と
こ
ろ
で
、
「
覚

書
」
は
「
行
事
ヲ
定
ム
ル
事
左
ノ
如
シ
」
と
書
い
た
後
、
「
神
輿
渡
御
ノ
御
祭
行
事
」

を
収
め
て
い
る
。
前
述
し
た
事
件
に
学
び
な
が
ら
新
規
に
決
定
し
た
、
い
わ
ば
公
式

的
な
次
第
で
あ
る
。
こ
の
「
神
輿
渡
御
ノ
御
祭
行
事
」
が
幸
い
に
も
竜
王
の
舞
に
も

言
及
し
て
お
り
、
石
部
神
社
の
祭
礼
に
お
け
る
竜
王
の
舞
の
位
置
に
つ
い
て
、
い
さ

さ
か
な
り
と
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
内
容
を
抜
粋
し
て
要
約
し
て
お
け
ば
、
石
部
神
社
の
祭
礼
に
登
場
す
る
竜
王

の

舞
は
若
王
子
神
社
の
神
輿
と
磯
崎
神
社
の
神
輿
に
各
々
付
随
し
て
お
り
、
郷
社
で

あ
る
石
部
神
社
の
神
輿
に
関
係
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
石
部
神
社
の
竜
王
の

舞
と
書
い
た
ば
か
り
で
あ
る
が
、
実
際
は
む
し
ろ
若
王
子
神
社
の
竜
王
の
舞
で
あ
り

磯
崎
神
社
の
竜
王
の
舞
で
あ
っ
た
。
前
者
は
若
王
子
神
社
の
神
輿
が
石
部
神
社
に
渡

御
す
る
さ
い
、
別
所
町
の
茶
屋
の
元
に
お
い
て
演
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
が
最
初
の
竜
王

の

舞
で
あ
る
。
そ
し
て
「
石
部
神
社
宮
前
池
ノ
東
方
田
ノ
中
二
至
リ
両
神
輿
ノ
化
村

ヲ
経
テ
別
所
村
ヨ
リ
上
野
村
二
通
ズ
ル
往
来
道
ノ
辺
リ
へ
還
幸
成
リ
玉
フ
時
刻
迄
憩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

ヒ
給
ヒ
其
間
龍
王
舞
ノ
式
ヲ
行
フ
」
、
つ
ま
り
若
王
子
神
社
の
神
輿
は
石
部
神
社
に

近
い
宮
前
池
の
東
方
に
位
置
す
る
田
地
に
移
動
し
て
、
石
部
神
社
の
神
輿
と
磯
崎
神

社
の

神
輿
に
合
流
す
る
べ
く
待
機
す
る
。
と
い
っ
て
も
大
半
は
休
憩
し
て
い
る
の
だ

が
、
そ
の
時
間
に
再
び
竜
王
の
舞
が
演
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
後
者
は
磯
崎
神
社
の
神
輿
が
石
部
神
社
に
渡
御
す
る
さ
い
、
磯
崎
神
社
の

鳥
居
前
で
演
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
が
最
初
の
竜
王
の
舞
で
あ
る
。
磯
崎
神
社
の
神
輿
は

そ
の
直
後
に
広
原
町
に
移
動
し
て
休
憩
す
る
が
、
そ
の
時
間
に
再
び
竜
王
の
舞
が
演

じ
ら
れ
る
。
「
夫
レ
ヨ
リ
上
野
村
ヲ
経
テ
石
部
神
社
ノ
鳥
居
前
ヨ
リ
殿
原
村
国
府
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

二
至

リ
暫
時
御
休
憩
其
ノ
間
龍
王
舞
ノ
御
式
ア
リ
」
つ
ま
り
磯
崎
神
社
の
神
輿
は
上

野
町
に

入

り
石
部
神
社
の
鳥
居
を
経
由
し
て
、
殿
原
町
の
国
府
寺
に
到
着
し
た
ら
休

憩
す
る
。
す
な
わ
ち
、
石
部
神
社
の
神
輿
に
合
流
す
る
べ
く
待
機
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
こ
で
も
竜
王
の
舞
が
演
じ
ら
れ
る
。
以
降
は
三
社
の
神
輿
が
合
流
す
る

過
程
で

あ
る
。
石
部
神
社
の
神
輿
の
動
向
を
焦
点
化
し
て
記
述
し
た
部
分
が
最
も
わ

か
り
や
す
い
だ
ろ
う
。

　
　
御
還
幸
ノ
途
次
殿
原
村
字
松
ノ
下
ニ
テ
磯
崎
ノ
神
輿
ト
御
出
会
ニ
ナ
リ
同
神
輿

　
　

ノ
後
ヨ
リ
御
同
幸
北
村
ヲ
経
テ
石
部
神
社
ノ
宮
前
池
ノ
東
方
別
所
村
ヨ
リ
上
野

　
　
村
二
通
ズ
ル
往
来
道
二
至
リ
磯
崎
神
社
ノ
先
ト
ナ
リ
宮
前
池
ノ
東
端
ニ
テ
若
王

　
　
子
神
社
ノ
神
輿
ト
御
出
会
同
神
輿
ノ
後
ヨ
リ
御
同
行
池
ノ
堤
ニ
テ
若
王
子
磯
崎

　
　

ノ
両
神
輿
ト
共
二
交
丈
競
ベ
ヲ
行
ヒ
鳥
居
内
ニ
テ
若
王
子
ノ
神
輿
二
先
立
テ
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
　
入

リ
ナ
シ
玉
フ
事

　
か

く
し
て
、
三
社
の
神
輿
は
石
部
神
社
に
到
着
す
る
。
そ
し
て
「
三
神
輿
ノ
鳥
居

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

前
ニ
テ
行
事
中
鳥
居
内
ニ
テ
各
龍
王
舞
ノ
御
式
ヲ
行
ヒ
」
、
つ
ま
り
三
社
の
神
輿
が

石
部
神
社
の
鳥
居
前
に
集
結
し
た
さ
い
も
各
々
の
竜
王
の
舞
が
演
じ
ら
れ
る
。
竜
王

の

舞
が
終
わ
っ
た
ら
石
部
神
社
・
若
王
子
神
社
・
磯
崎
神
社
の
順
序
で
宮
入
り
が
行

な
わ
れ
る
。
そ
の
後
は
門
練
り
に
備
え
て
し
ば
ら
く
休
憩
す
る
が
、
「
神
輿
渡
御
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

御
祭
行
事
」
は
「
門
庭
ニ
テ
暫
時
御
休
憩
其
ノ
間
各
龍
王
舞
ノ
御
式
ア
リ
」
と
い
う
。

こ
れ
が
最
後
の
竜
王
の
舞
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
休
憩
し
て
い
る
時
間
に
竜
王
の
舞
が

各
々
演
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
す
な
わ
ち
、
竜
王
の
舞
は
立
会
の
み
な

ら
ず
宮
入
り
や
門
練
り
に
対
し
て
も
、
い
わ
ば
先
行
す
る
儀
礼
と
し
て
演
じ
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

⑤
日
吉
神
社
の
竜
王
の
舞

　
前
述
し
た
「
神
輿
渡
御
ノ
御
祭
行
事
」
が
知
ら
せ
る
竜
王
の
舞
の
相
貌
は
日
吉
神

社
の
竜
王
の
舞
と
も
異
な
っ
て
お
り
、
石
部
神
社
の
祭
礼
に
お
け
る
竜
王
の
舞
の
位

置
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
必
要
性
を
感
じ
さ
せ
る
。
今
後
を
期
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

が
、
当
面
の
関
心
は
七
社
立
会
神
事
に
お
け
る
竜
王
の
舞
の
位
置
を
浮
か
び
あ
が
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ら
せ
る
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
石
部
神
社
の
祭
礼
に

お

け
る
竜
王
の
舞
が
以
降
に
待
ち
受
け
て
い
る
事
態
（
立
会
も
そ
の
一
つ
で
あ
ろ
う
）

に
備
え
る
べ
く
、
い
わ
ば
事
前
的
に
演
じ
ら
れ
て
い
る
一
方
、
七
社
立
会
神
事
に
お

け
る
竜
王
の
舞
は
各
社
の
神
輿
が
合
流
す
る
た
び
事
後
的
に
演
じ
ら
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
差
異
を
解
釈
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
が
、

神
輿
の
立
会
と
い
う
形
式
を
持
つ
二
つ
の
祭
礼
が
各
々
で
抱
え
こ
ま
ざ
る
を
得
な

か
っ

た
理
念
と
実
際
の
葛
藤
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
葛
藤
を
飼
い
慣
ら
す
方
法
が
異

な
っ
て
い
る
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

そ
も
そ
も
竜
王
の
舞
は
必
ず
と
い
っ
て
も
い
い
く
ら
い
各
社
の
神
輿
が
合
流
す
る

前
後
に
演
じ
ら
れ
て
お
り
、
各
町
が
集
合
す
る
と
い
う
意
味
で
社
会
的
な
葛
藤
に
深

く
か
か
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
石
部
神
社
の
祭
礼
に
お
け
る

竜
王
の

舞
は
神
輿
の
立
会
に
先
行
し
て
演
じ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
的
な
葛

藤
が
現
実
的
に
表
出
す
る
可
能
性
（
最
も
端
的
な
形
態
と
し
て
喧
嘩
が
あ
げ
ら
れ
る
）

を
人
々
に
強
く
意
識
さ
せ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
葛
藤
に
対
す
る
態
勢
を
準

備

さ
せ
る
こ
と
に
も
貢
献
し
て
い
た
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
方
、
七
社
立
会
神

事

に
お
け
る
竜
王
の
舞
は
神
輿
の
立
会
に
伴
っ
て
場
の
緊
張
感
が
最
も
高
ま
る
瞬
間

に
こ
そ
演
じ
ら
れ
て
お
り
、
む
し
ろ
社
会
的
な
葛
藤
の
所
在
を
人
々
に
強
く
意
識
さ

せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
七
社
立
会
神
事
に
参
加
す
る
神
々
、
そ
し
て
人
々
を
も
統
合
す

る
演
劇
的
な
装
置
と
し
て
文
脈
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
よ
う
や
く
日
吉
神
社
の
七
社
立
会
神
事
に
お
け
る
竜
王
の
舞
に
つ
い

て

く
わ
し
く
論
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
赤
い
鼻
高
面
を
被
り
鉾
を
持
っ
て
、
神
輿

に
向
か
っ
て
演
じ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
以
外
に
も
、
特
徴
的
な
相
貌
を
持
っ
て
い
る

の

で
、
く
わ
し
く
描
写
し
て
お
き
た
い
。
赤
い
鼻
高
面
は
頭
と
顎
の
部
分
に
白
く
長

い

毛
が
植
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
背
中
に
鼻
高
面
の
模
様
が
白
く
染
め
抜
か
れ

た
赤
い
上
衣
、
金
色
と
緑
色
で
波
状
の
模
様
が
全
体
に
縫
い
こ
ま
れ
た
括
袴
を
着
用

す
る
。
足
元
は
裸
足
に
黒
い
高
下
駄
を
履
い
て
い
る
。

　
竜
王
の
舞
の
演
技
は
四
つ
の
部
分
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第
一
の
部
分

（
カ
ラ
ー
口
絵
2
ー
ペ
ー
ジ
、
写
真
1
）
。
鉾
を
持
っ
て
右
に
大
き
く
す
く
い
あ
げ
る
よ

う
な
所
作
を
三
回
、
鉾
を
持
ち
替
え
て
左
に
大
き
く
す
く
い
あ
げ
る
よ
う
な
所
作
を

三

回
見
せ
る
。
足
は
右
に
す
く
い
あ
げ
る
さ
い
は
右
足
、
左
に
す
く
い
あ
げ
る
さ
い

は
左
足
を
出
す
。
第
二
の
部
分
（
写
真
2
）
。
鉾
は
傍
ら
に
控
え
る
鉾
持
ち
に
渡
し

て
、
素
手
で
演
じ
ら
れ
る
。
右
手
を
あ
げ
て
人
差
し
指
で
鼻
を
指
す
よ
う
な
所
作
を

三

回
見
せ
る
。
足
は
右
足
を
出
す
。
第
三
の
部
分
（
写
真
3
）
。
両
手
を
水
平
に
広

げ
て
肘
を
曲
げ
た
上
で
、
肩
を
指
す
よ
う
な
所
作
を
三
回
見
せ
る
。
足
は
左
右
に
開

く
。
第
四
の
部
分
（
写
真
4
）
。
再
び
鉾
を
持
っ
て
右
に
大
き
く
す
く
い
あ
げ
る
よ

う
な
所
作
を
三
回
、
鉾
を
持
ち
替
え
て
左
に
大
き
く
す
く
い
あ
げ
る
よ
う
な
所
作
を

三
回
見
せ
る
。

　
噺
子
も
特
徴
的
で
あ
る
。
楽
器
は
太
鼓
が
断
続
的
に
叩
か
れ
る
の
み
で
あ
る
が
、

周
囲
で
見
守
る
人
々
が
第
一
の
部
分
に
お
い
て
「
ジ
ョ
ー
ハ
ン
ジ
ョ
ー
」
と
い
う
掛

け
声
を
出
す
。
第
二
の
部
分
は
「
お
れ
の
鼻
高
い
そ
ー
」
な
ど
と
い
っ
て
噺
す
。
第

三

の

部
分
は
「
カ
ー
カ
モ
ヤ
レ
ー
」
と
い
う
掛
け
声
を
出
す
。
そ
し
て
第
四
の
部
分

に
お
い
て
再
び
「
ジ
ョ
ー
ハ
ン
ジ
ョ
ー
」
と
い
う
掛
け
声
を
出
す
。
竜
王
の
舞
は
約

三

分
で
終
わ
り
、
続
い
て
獅
子
舞
が
登
場
す
る
が
、
演
技
ら
し
い
も
の
は
］
切
な
い
。

い

き
な
り
周
囲
の
人
々
が
押
し
寄
せ
て
獅
子
舞
を
こ
づ
き
ま
わ
し
て
し
ま
う
の
で
、

文
字
ど
お
り
一
瞬
で
終
わ
る
。

　
各
種
の
掛
け
声
は
竜
王
の
舞
が
演
じ
ら
れ
る
場
に
関
し
て
い
え
ば
、
観
客
に
最
も

強
い
印
象
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
こ
う
し
た
掛
け
声
は
竜
王

の
舞
を
い
か
に
も
親
し
み
深
い
、
笑
い
す
ら
か
き
た
て
る
も
の
と
し
て
彫
啄
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
、
観
客
は
竜
王
の
舞
の
演
技
じ
た
い
よ
り
も
、

む
し
ろ
周
囲
の
人
々
が
投
げ
か
け
る
掛
け
声
に
よ
っ
て
、
そ
の
表
情
に
笑
い
を
浮
か

べ
て

し
ま
う
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
竜
王
の
舞
が
演
じ
ら
れ
る
場
に

た
ち
こ
め
る
賑
々
し
い
雰
囲
気
は
、
続
い
て
登
場
す
る
獅
子
舞
が
周
囲
の
人
々
に
こ

づ
き
ま
わ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
喧
喋
と
吠
笑
の
世
禍
に
回
収
さ
れ
て
い

く
の
で
あ
る
。
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竜
王
の
舞
が
七
社
立
会
神
事
に
お
い
て
こ
う
し
た
相
貌
を
獲
得
し
て
い
る
こ
と
は
、

お
そ

ら
く
社
会
的
な
葛
藤
の
所
在
に
対
応
し
て
い
る
。
七
社
立
会
神
事
に
お
け
る
竜

王
の
舞
は
前
述
し
た
と
お
り
、
七
社
立
会
神
事
に
参
加
す
る
神
々
、
そ
し
て
人
々
を

も
統
合
す
る
こ
と
に
貢
献
し
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
王
の

舞
の
演
技
が
喧
喋
と
咲
笑
を
呼
び
お
こ
す
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
成
立
す
る
も
の

か

も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
七
社
立
会
神
事
に
お
け
る
竜
王
の
舞
は
神
輿
の
立
会

に
伴
っ
て
場
の
緊
張
感
が
最
も
高
ま
る
瞬
間
（
せ
い
く
ら
べ
は
そ
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク

ス

で

あ
ろ
う
）
に
登
場
し
な
が
ら
も
、
喧
喋
と
咲
笑
を
呼
び
お
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て

社

会
的
な
葛
藤
の
所
在
を
人
々
に
強
く
意
識
さ
せ
る
一
方
、
同
時
に
そ
の
よ
う
な
葛

藤
を
横
転
さ
せ
る
、
も
し
く
は
斜
線
を
引
い
て
し
ま
う
よ
う
な
実
践
で
あ
っ
た
。
そ

う
考
え
な
け
れ
ば
、
竜
王
の
舞
が
七
社
立
会
神
事
に
参
加
す
る
神
々
、
そ
し
て
人
々

を
も
統
合
す
る
演
劇
的
な
装
置
と
し
て
文
脈
化
さ
れ
て
い
た
理
由
は
十
分
説
明
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

　
七

社
立
会
神
事
は
比
叡
山
の
日
吉
大
社
に
お
け
る
上
七
社
を
勧
請
し
た
と
い
う
伝

承

を
持
つ
日
吉
神
社
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
人
々
を
神
話
的
な
起
源
へ
遡
行
さ
せ
て
日

吉
神
社
の
存
在
理
由
を
認
識
さ
せ
る
場
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
七
社
と
い
う
数
は

遵

守
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
他
方
そ
れ
は
七
社
の
神
輿
を
出
す
各
町
が

威
信
を
か
け
て
拮
抗
す
る
場
で
も
あ
り
、
結
果
と
し
て
七
社
と
い
う
数
を
維
持
す
る

こ
と
が
脅
か
さ
れ
る
ば
あ
い
も
少
な
く
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
七
社
立
会
神
事
は

こ
の
よ
う
な
、
七
社
会
神
事
じ
た
い
に
刻
み
こ
ま
れ
た
理
念
と
実
際
に
ま
つ
わ
る
葛

藤
を
抱
え
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
矛
盾
と
撞
着
に

覆
わ
れ
た
祭
礼
で
あ
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
当
然
な
が
ら
七
社
立
会
神
事
の
理
念
と
実
際
を
調
停
す
る
こ
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

方
法
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
石
部
神
社
の
祭
礼
を
危
機
的
な
状
況
に

追
い
や
っ
た
紛
議
、
そ
し
て
祭
礼
を
復
旧
す
る
べ
く
試
み
ら
れ
た
悪
戦
苦
闘
に
類
す

る
よ
う
な
出
来
事
は
、
お
そ
ら
く
七
社
立
会
神
事
に
も
少
な
か
ら
ず
存
在
し
た
で
あ

ろ
う
。
一
方
、
こ
う
し
た
事
態
を
未
然
に
阻
止
し
て
七
社
立
会
神
事
の
結
構
を
維
持

も
し
く
は
強
化
す
る
べ
く
取
ら
れ
た
方
法
も
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
竜
王

の

舞
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
、
つ
ま
り
竜
王
の
舞
が
そ
の
よ
う
な
役
割
を
い
さ
さ
か

な
り
と
も
請
け
負
っ
て
い
た
可
能
性
は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
表
現

す

る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
竜
王
の
舞
は
七
社
立
会
神
事
じ
た
い
が
抱
え
こ
ま

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
理
念
と
実
際
の
葛
藤
を
人
々
に
意
識
さ
せ
つ
つ
も
同
時
に
横
転

さ
せ
る
実
践
で
あ
り
、
七
社
立
会
神
事
を
文
字
ど
お
り
構
成
す
る
方
法
、
い
わ
ば
神
々

を
繋
ぐ
者
と
し
て
登
場
し
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
以

上
、
七
社
立
会
神
事
に
お
け
る
竜
王
の
舞
の
位
置
に
つ
い
て
く
わ
し
く
考
察
し

て

き
た
。
最
後
に
こ
う
し
た
相
貌
が
王
の
舞
の
芸
能
史
に
接
続
し
て
い
る
こ
と
を
確

認

し
て
お
き
た
い
。
七
社
立
会
神
事
に
お
け
る
竜
王
の
舞
は
特
異
な
存
在
形
態
を
獲

得
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
意
外
に
も
王
の
舞
が
持
つ
一
般
的
な
特
徴
を
踏
襲

し
て
い
る
。
王
の
舞
が
獅
子
舞
を
同
伴
し
て
い
る
こ
と
、
神
輿
を
先
導
す
る
こ
と
な

ど
を
あ
げ
て
お
け
ば
、
最
も
わ
か
り
や
す
い
だ
ろ
う
。
神
輿
を
先
導
す
る
こ
と
は
観

念
的
な
地
平
に
お
い
て
、
王
の
舞
が
神
を
導
く
者
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

だ
が
、
こ
う
し
た
王
の
舞
を
複
数
の
神
が
登
場
す
る
祭
礼
に
転
位
さ
せ
た
ら
、
い
か

な
る
事
態
が
出
来
す
る
だ
ろ
う
か
。
本
稿
が
扱
っ
て
き
た
日
吉
神
社
の
七
社
立
会
神

事

に
お
け
る
竜
王
の
舞
は
、
そ
の
よ
う
な
問
題
に
対
す
る
具
体
的
な
解
答
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
依
然
と
し
て
神
を
導
く
者
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
神
々
を
繋

ぐ
者
と
し
て
も
活
躍
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
変
貌
は
芸
能
史
の
文
脈
に
お
い
て
も
十
分
う
な
ず
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す

な
わ
ち
、
中
世
前
期
に
淵
源
す
る
王
の
舞
が
各
地
に
伝
播
し
た
結
果
と
し
て
、
中
世

後
期
以
降
に
出
現
す
る
惣
村
や
郷
村
の
よ
う
な
新
し
い
共
同
体
に
定
着
し
て
い
っ
た

過
程
の

典
型
を
な
ぞ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
山
路
興
造
は
民
俗
芸
能
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

伝
播
を
類
型
化
し
て
、
そ
の
第
一
と
し
て
「
荘
園
制
を
背
景
に
し
て
伝
播
し
た
芸
能
」
、
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そ
の
第
五
と
し
て
「
中
世
後
期
の
惣
村
結
合
集
団
が
自
ら
取
込
ん
で
発
展
さ
せ
た
芸

（3
1
）能

」
を
あ
げ
て
い
る
。
七
社
立
会
神
事
に
お
け
る
竜
王
の
舞
は
こ
の
両
者
が
結
合
し

た
事
例
で
あ
り
、
組
合
祭
・
組
祭
・
郷
祭
な
ど
と
い
わ
れ
る
祭
礼
の
形
態
が
成
立
し

て

い

っ

た
過
程
を
知
る
た
め
に
も
有
益
な
手
が
か
り
を
提
供
し
て
い
る
。
と
も
か
く

山
路
が
「
荘
園
制
を
背
景
に
し
て
伝
播
し
た
芸
能
」
に
つ
い
て
概
説
し
た
と
こ
ろ
を

参
照
し
て
ほ
し
い
。
か
な
り
長
く
な
っ
て
し
ま
う
が
、
本
稿
に
直
接
関
係
す
る
部
分

の
み
引
用
し
て
い
る
。

　
　
平
安
時
代
か
ら
中
世
前
期
に
か
け
て
、
各
地
に
は
中
央
の
貴
族
や
大
社
寺
を
本

　
　
家
・
領
家
と
す
る
荘
園
が
成
立
し
て
い
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
古

　
　
代
の

郷
の

単
位
が
荘
園
の
範
囲
の
目
安
に
な
っ
た
所
も
あ
る
が
、
そ
の
多
く
は

　
　
実
際
の
生
活
圏
と
は
別
に
、
支
配
単
位
と
し
て
の
荘
域
に
区
切
ら
れ
た
わ
け
で
、

　
　

そ
の
領
家
が
中
央
の
大
社
寺
な
ど
の
場
合
、
荘
域
を
単
位
と
し
て
鎮
守
社
や
寺

　
　
院
を
創
建
し
た
。
も
ち
ろ
ん
古
く
か
ら
の
在
地
の
有
力
神
社
を
荘
園
鎮
守
社
と

　
　
し
た
場
合
も
あ
っ
た
が
、
領
家
側
の
支
配
手
段
の
一
つ
に
、
荘
域
民
の
精
神
的

　
　
紐
帯
と
し
て
社
寺
を
据
え
る
場
合
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
社
寺
の
祭

　
　
礼
費
用
は
、
基
本
的
に
領
家
側
の
負
担
で
、
あ
ら
か
じ
め
仏
神
田
が
荘
園
内
に

　
　
設
定
せ
ら
れ
て
い
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
／
こ
れ
ら
荘
園
鎮
守
社
に
お
け

　
　
る
祭
礼
は
、
領
家
側
の
意
向
が
強
く
反
映
し
、
当
時
領
家
の
社
寺
が
行
っ
て
い

　
　
た
中
央
の
祭
礼
形
態
を
荘
園
内
に
持
ち
込
む
場
合
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
も
ち
ろ
ん
そ
の
演
者
は
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
る
場
合
は
少
な
く
、
荘
民
が
所
役

　
　
と
し
て
務
め
た
り
、
地
方
に
専
業
者
が
育
っ
た
り
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
経
済

　
　
的
基
盤
は
確
保
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
彼
等
の
生
活
状
態
と
は
関
係
な
く
、
相
当

　
　
に
華
や
か
な
祭
礼
行
列
や
芸
能
が
真
似
ら
れ
、
中
央
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
版
が
各
地

　
　
に
出
現
し
た
。
／
こ
の
時
代
の
代
表
的
祭
礼
芸
能
は
巫
女
舞
・
田
楽
躍
・
王
の

　
　
舞
・
獅
子
舞
・
細
男
な
ど
で
、
そ
れ
ら
が
セ
ッ
ト
と
な
っ
て
行
列
を
な
し
演
じ

　
　
ら
れ
る
の
が
特
色
で
あ
っ
た
。
現
在
、
延
暦
寺
系
の
社
寺
や
、
奈
良
春
日
大
社

　
　
が
領
家
で
あ
っ
た
若
狭
三
方
郡
一
帯
に
は
、
旧
荘
域
を
単
位
と
し
た
祭
祀
組
織

　
　
が
残

り
、
そ
の
祭
礼
に
は
先
述
し
た
各
種
の
芸
能
が
セ
ッ
ト
と
し
て
演
じ
ら
れ

　
　

る
。
ま
た
そ
の
西
に
続
く
丹
後
・
丹
波
・
播
磨
の
諸
地
域
や
、
紀
州
・
山
城
な

　
　

ど
、
京
都
を
中
心
と
し
た
同
心
円
上
の
諸
地
域
に
、
こ
の
セ
ッ
ト
の
芸
能
群
が

　
　
残
さ
れ
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。
荘
園
制
が
崩
壊
し
た
後
に
お
い
て
も
、
在
地
荘

　
　
民
達

が
自
分
達
の
祭
礼
と
し
て
の
意
識
を
強
め
、
宮
座
組
織
の
充
実
な
ど
に

　
　

よ
っ
て
祭
礼
芸
能
を
維
持
し
、
近
世
幕
藩
体
制
化
の
村
落
組
織
を
越
え
て
、
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
3
2
）

　
　
世
的
祭
祀
組
織
を
残
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
播
磨
地
方
に
お
け
る
竜
王
の
舞
が
こ
う
し
た
芸
能
の
典
型
で
あ
る
こ
と
は
、
も
は

や

い
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
一
方
、
山
路
は
「
中
世
後
期
の
惣
村
結
合
集
団
が
自

ら
取
込
ん
で
発
展
さ
せ
た
芸
能
」
に
つ
い
て
、
「
中
世
後
期
以
降
、
近
畿
地
方
を
中

心

に
徐
々
に
出
現
す
る
地
縁
の
結
合
体
で
あ
る
惣
村
に
あ
っ
て
は
、
積
極
的
に
自
分

達
の
精
神
的
紐
帯
と
し
て
の
神
社
を
定
め
、
そ
の
祭
礼
な
ど
に
自
分
達
の
経
済
的
負

担
で
芸

能
を
演
じ
る
よ
う
に
な
る
」
と
い
う
。
そ
し
て
、
「
も
っ
と
も
頭
初
は
有
力

農
民
層
が
宮
座
を
結
成
し
て
、
そ
の
所
役
と
し
て
芸
能
を
演
じ
た
り
、
そ
の
費
用
を

負
担
す
る
所
も
あ
っ
た
か
ら
、
（
中
略
）
荘
園
制
崩
壊
過
程
の
一
つ
の
展
開
と
も
考

え
ら
れ
る
場
合
も
多
か
っ
た
が
、
共
同
体
全
体
の
参
加
に
よ
る
祭
礼
の
執
行
や
芸
能

の

準
備
が
な
さ
れ
る
に
つ
れ
、
荘
園
な
ど
と
い
う
支
配
単
位
を
崩
し
て
、
惣
村
・
郷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

村
と
い
う
生
活
上
の
単
位
を
軸
に
し
た
結
合
が
生
ま
れ
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
本
稿
に
お
い
て
く
わ
し
く
論
述
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
日
吉
神
社
の
七

社
立
会
神
事
に
お
け
る
竜
王
の
舞
も
お
そ
ら
く
同
じ
よ
う
な
過
程
を
経
験
し
て
き
た

は
ず
で
あ
る
。
『
大
宮
縁
起
』
は
「
口
伝
日
大
歳
神
迎
六
所
権
現
又
云
六
所
之
神
輿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

来
往
村
毎
作
獅
々
龍
舞
降
伏
悪
魔
」
と
い
う
。
竜
王
の
舞
と
獅
子
舞
が
悪
魔
を
降
伏

さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
所
説
は
、
王
の
舞
が
そ
も
そ
も
「
よ
り
高
次
の
神
を
先

導
し
、
邪
霊
を
払
う
機
能
を
体
現
し
た
芸
能
」
で
あ
り
、
「
邪
霊
を
払
い
道
行
く
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

を
鎮
め
る
た
め
に
行
な
わ
れ
た
呪
術
性
の
強
い
芸
能
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
符
合
し
て

い

る
。
だ
が
、
七
社
立
会
神
事
に
関
し
て
い
え
ば
、
今
日
も
は
や
地
縁
的
な
結
合
体

に
依
拠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
成
立
し
な
い
七
社
立
会
神
事
を
脅
か
す
社
会
的
な
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葛
藤
こ
そ
が
悪
魔
の
正
体
で
あ
っ
た
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
竜
王
の
舞
は
今
日
で
も
七

社
立
会
神
事
の
紐
帯
と
し
て
、
つ
ま
り
神
々
を
繋
ぐ
者
と
し
て
地
縁
的
な
結
合
体
を

脅
か
す
さ
ま
ざ
ま
な
悪
魔
を
降
伏
さ
せ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

註（
1
）
　
折
口
信
夫
「
日
本
芸
能
史
六
講
」
『
折
口
信
夫
全
集
』
第
十
八
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
六

　
七
年
、
三
四
〇
頁
。

（
2
）
　
橋
本
裕
之
『
王
の
舞
の
民
俗
学
的
研
究
』
、
ひ
つ
じ
書
房
、
一
九
九
七
年
、
三
三
頁
、
参
照
。

（
3
）
　
以
下
、
播
磨
地
方
に
お
け
る
王
の
舞
に
関
す
る
概
況
は
、
橋
本
裕
之
、
前
掲
書
、
六
〇

　
　
六
二
頁
、
に
お
い
て
報
告
し
た
も
の
を
転
用
し
た
。
ほ
か
に
も
喜
多
慶
治
『
兵
庫
県
民
俗
芸

　

能
誌
』
、
錦
正
社
、
一
九
七
七
年
、
六
二
六
ー
六
二
八
頁
、
兵
庫
県
神
道
青
年
会
編
『
神
々
と

　

共
に
　
　
現
代
に
生
き
る
兵
庫
の
祭
』
、
兵
庫
県
神
道
青
年
会
、
一
九
八
七
年
、
一
二
四
　
］

　
　
三
三
頁
、
な
ど
が
兵
庫
県
に
お
け
る
鼻
高
の
舞
を
集
成
し
て
お
り
有
益
で
あ
る
。

（
4
）
　
同
「
民
俗
芸
能
研
究
に
お
け
る
「
地
域
」
」
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
五
二
集
、

　
　
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
一
九
九
三
年
、
六
七
ー
六
八
頁
。

（
5
）
　
兵
庫
県
神
道
青
年
会
編
、
前
掲
書
、
一
九
二
ー
一
九
三
頁
。

（
6
）
　
兵
庫
県
加
西
市
河
内
町
『
河
内
の
里
』
編
纂
委
員
会
編
『
河
内
の
里
』
、
兵
庫
県
加
西
市
河

　
　
内
町
、
一
九
七
九
年
、
二
三
一
ー
二
三
二
頁
。

（
7
）
　
喜
多
慶
治
、
前
掲
書
、
六
二
七
頁
。

（
8
）
　
兵
庫
県
加
西
市
河
内
町
『
河
内
の
里
』
編
纂
委
員
会
編
、
前
掲
書
、
二
三
三
頁
。
七
社
立

　
　
会
神
事
に
関
す
る
報
告
は
同
書
以
外
に
も
、
喜
多
慶
治
、
前
掲
書
、
六
二
六
ー
六
二
八
頁
、

　
　
兵
庫
県
加
西
郡
教
育
会
編
『
加
西
郡
誌
』
、
兵
庫
県
加
西
郡
教
育
会
、
一
九
二
九
年
、
三
四
九

　

ー
三
五
〇
頁
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
内
容
は
い
ず
れ
も
大
同
小
異
で
あ
る
。

（
9
）
　
兵
庫
県
神
職
会
編
『
兵
庫
県
神
社
誌
』
中
巻
、
兵
庫
県
神
職
会
、
一
九
三
八
年
、
七
五
六
頁
。

（
1
0
）
　
喜
多
慶
治
、
前
掲
書
、
六
二
七
頁
。

（
1
1
）
　
同
書
、
六
二
六
頁
。

（
1
2
）
　
同
書
、
六
二
六
頁
、
参
照
。

（
1
3
）
　
兵
庫
県
神
職
会
編
、
前
掲
書
、
七
四
九
頁
、
参
照
。

（
1
4
）
　
同
書
、
七
四
八
　
七
四
九
頁
。

（
1
5
）
　
同
書
、
七
四
九
頁
。

（
1
6
）
　
兵
庫
県
加
西
郡
教
育
会
編
、
前
掲
書
、
三
四
六
頁
。

（
1
7
）
　
兵
庫
県
神
職
会
編
、
前
掲
書
、
七
四
九
ー
七
五
〇
頁
。

（
1
8
）
　
八
王
子
神
社
の
祭
礼
に
関
す
る
概
況
を
知
る
さ
い
は
、
同
書
、
七
五
六
ー
七
五
八
頁
、
に

　
　
収
め
ら
れ
た
『
神
社
調
書
』
が
有
益
で
あ
る
。

（
1
9
）
　
中
澤
章
浩
「
神
々
の
遊
幸
」
兵
庫
県
神
道
青
年
会
編
、
前
掲
書
、
三
四
頁
。

（
2
0
）
　
同
論
文
、
三
四
頁
。

（
2
1
）
　
兵
庫
県
神
職
会
編
、
前
掲
書
、
七
二
一
頁
。

（
2
2
）
　
同
書
、
七
八
〇
ー
七
八
一
頁
。

（
2
3
）
　
同
書
、
七
四
八
頁
。

（
2
4
）
　
同
書
、
七
三
五
頁
。

（
2
5
）
　
同
書
、
七
三
七
頁
。

（
2
6
）
　
同
書
、
七
三
七
頁
。

（
2
7
）
　
同
書
、
七
三
六
頁
。

（
2
8
）
　
同
書
、
七
三
七
頁
。

（
2
9
）
　
同
書
、
七
三
七
頁
。

（
3
0
）
　
山
路
興
造
「
芸
能
伝
承
」
赤
田
光
男
・
天
野
武
・
野
口
武
徳
・
福
田
晃
・
福
田
ア
ジ
オ
・

　

宮
田
登
・
山
路
興
造
編
『
日
本
民
俗
学
』
、
弘
文
堂
、
一
九
八
四
年
、
一
八
七
頁
。

（
3
1
）
　
同
論
文
、
一
九
三
頁
。

（
3
2
）
　
同
論
文
、
一
八
七
ー
一
八
八
頁
。

（
3
3
）
　
同
論
文
、
一
九
三
－
一
九
四
頁
。

（
3
4
）
　
兵
庫
県
加
西
郡
教
育
会
編
、
前
掲
書
、
三
四
六
頁
。

（
3
5
）
　
橋
本
裕
之
、
前
掲
書
、
四
七
頁
。

［付
記
］

本
稿
が
依
拠
し
て
い
る
現
地
調
査
に
関
し
て
、
日
吉
神
社
の
宮
司
で
あ
る
林
直
氏
、
日
吉
神
社
の

禰
宜
で
あ
る
林
垂
栄
氏
、
そ
し
て
河
内
町
に
在
住
す
る
高
見
芳
和
氏
の
多
大
な
協
力
を
得
た
。
深

く
謝
意
を
表
し
た
い
。　

　
　
（
千
葉
大
学
文
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（二
〇

〇
〇
年
八
月
十
五
日
受
理
、
二
〇
〇
二
年
十
一
月
五
日
審
査
終
了
）
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Those　wllo　Integrate　Gods：The　location　of　the　Ryuo－no・Mai　in　Nana－sha

Tらchiai　Shinji　at　H鉋oshi－jinja　Shdne

HASHIMOTO　Hiroyuki

The　Ryuo－no－Mai，　dragon　king　dance，　which　is　seen　widely　in　the　Harima　area　of　Hyogo　Prefecture，

follows　the　typical　Ibrmat　of　an　O－no－Mai（king　dance）and　yet　has　many　unique　characteristics　that

are　not　seen　in　a　s（トcalled　O－no－Mai．　Thus　it　is　reasonable　to　say　that　the　Ryuo－no－Mai　originated

new　features　at　each　individual　festival．　In　this　paper，　I　attempt　to　address　part　of　this　issue　of　origi－

nation　and　have　chosen　the　Ryuo－no－Mai　presented　at　Nana－sha　Tachiai　Shinjiσoint　Rituals　of　the

Seven　Shrines）at　Hiyoshijinja　shrine　in　Ikegami，　Izumi－cho，　Kasai　City，　Hyogo　Prefecture．　The

Ryuo－no－Ma　at　Hiyoshiji司a　shhne　has　acquired　a　unique　fo㎜which，　while　following　the　general

characteristics　of　the　O－no－Mai，　has　become　a　contextualized　component　of　Nana－sha　Tachiai　Shinji，

so　that　movements　reminiscent　of　the　O－no－Mai　continued　to　develop　in　an　individualistic　fashion　in

each允sdval．　Such　movements　should　provide　ex仕emely　impor白nt　keys　to　the　history　of　pe㎡o㎜一

ing　arts　about　the　O－no－Mai．

　　　This　paper　provides　an　overview　of　the　Ryuo－no－Mai　in　the　Harima　area　and　then　gives　a　general

picture　of　Nana－sha　Tachiai　Shinji．　Furthermore，　I　describe　how　the　contents　of　the　seven　shrines

involved　in　Nana－sha　Tachiai　Shinli　have　changed，　and　reference　not　only　the　Ryuo－no－Mai　of

Hiyoshijinja　shrine　but　also　the　Ryuo－no－Mai　that　was　formerly　presented　at　the企stival　at　Ishib合

jinja　shrine　which　had　a　similar　format　to　that　of　Nana－sha　Tachiai　Shinji　in　order　to　consider　the　lo－

cation　the　Ryuo－no－Mai　in　Nana－sha　Tachiai　Shinji　of　Hiyoshijinja　shrine．　As　a　result，1五）und　out　the

movements　of　the　Ryuo－no－Mai　were　contextualized　as　dramatic　devices　that　integrate　gods　and

people　who　participated　in　Nana－sha　Tachiai　Shinji．

　　　The　Ryuo－no－Mai　at　Nana－sha　Tachiai　Shinji　began　at　the　moment　when　all　the　mikoshi　were五一

nally　ready　and　the　tension　was　at　its　highest．　It　is　possible　that　it　strongly　reminded　people　of　the

existence　of　social　conflict　by　arousing　noise　and　laughter，　and　at　the　same　time　it　served　the　pur－

pose　of　eliminating　such　connict．　In　other　words，　the　I旬uo－no－Mai　was　a　pe㎡o㎜ance　that　reminded

people　of　the　conflict　between　the　ideal　and　the　real，　with　which　Nana－sha　Tachiai　Shinji　itself　inevi－

tably　grappled，　but　at　the　same　time，　it　reversed　this　conflict　and　served　as　a　way　to　literally　stnlc一

血re　Nana－sha　Tachiai　Shinji　by　perfoming　as也ose　who　integrate　gods．　In　the　sense　that　this　fol－

lows　the　general　characteristics　of　the　O－no－Mai，　it　connects　the　Ryuo－no－Mai　to　the　history　of　per一

五）rming　arts　about　the　O－no－Mai．
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