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に

⑦
霜
月
祭
に
お
け
る
死
霊
祭
儀

②
念
仏
踊
の
構
造

③
念
仏
踊
と
霜
月
祭

④
水
窪
に
お
け
る
死
霊
祭
儀
と
宗
教
者

お
わ
り
に

［論
文
要
旨
］

　
近

年
、
神
楽
祭
儀
の
根
底
に
あ
る
死
霊
祭
儀
と
し
て
の
側
面
に
光
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
筆
者

も
前
著
『
霜
月
神
楽
の
祝
祭
学
』
に
お
い
て
、
静
岡
県
水
窪
町
の
霜
月
祭
と
呼
ば
れ
る
湯
立
神
楽

の

深
層
に
あ
る
死
霊
祭
儀
と
し
て
の
性
格
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
そ
う
し
た
知
見
を
ふ
ま
え

る
な
ら
、
同
じ
く
死
霊
祭
儀
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
念
仏
踊
と
神
楽
の
比
較
研
究
は
必
須
の
も
の

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
本
稿

は
、
こ
う
し
た
立
場
か
ら
、
水
窪
に
お
け
る
霜
月
祭
と
念
仏
踊
の
祭
儀
の
構
造
比
較
を
と

お

し
て
、
両
者
に
共
通
す
る
死
霊
祭
儀
の
特
徴
的
な
性
格
を
明
ら
か
に
し
、
三
信
遠
に
お
け
る
神

楽
や
念
仏
踊
の
研
究
に
資
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
霜
月
祭
に
つ
い
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
特
有
な
二
重
性
が
見
ら
れ
る
。
神
名
帳
に
は
一
般

の

神
々
と
区
別
さ
れ
る
形
で
、
と
も
す
れ
ば
崇
り
や
す
い
山
や
川
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
マ
イ
ナ
ー

な
神
霊
の
名
が
挙
げ
ら
れ
、
ま
た
死
霊
の
名
が
公
然
と
記
さ
れ
て
い
る
の
が
水
窪
の
特
徴
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
二
重
性
は
湯
立
や
神
送
り
の
祭
儀
に
も
見
ら
れ
る
。
死
霊
を
祀
る
湯
立
や
死
霊
を
送

る
神
送
り
祭
儀
が
、
一
般
の
神
々
の
そ
れ
と
は
明
確
な
区
別
を
も
っ
て
執
行
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　
念
仏

踊
に
つ
い
て
見
る
と
、
霜
月
祭
と
同
様
の
神
名
帳
を
読
請
す
る
大
念
仏
な
ど
と
称
さ
れ
る

踊
り
が
行
わ
れ
る
の
が
水
窪
の
特
徴
で
あ
る
。
新
盆
踊
に
お
い
て
は
新
霊
供
養
の
和
讃
が
重
視
さ

れ

る
が
、
そ
れ
以
外
の
施
餓
鬼
踊
、
送
り
盆
な
ど
で
は
神
名
帳
を
読
諦
す
る
念
仏
の
ウ
エ
イ
ト
が

高
い
。
こ
の
よ
う
に
念
仏
踊
は
、
神
々
を
祀
り
鎮
め
る
も
の
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
神
々
の

な
か
に
は
、
在
地
の
マ
イ
ナ
ー
な
崇
り
霊
と
と
も
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
死
霊
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
霜
月
祭
と
念
仏
踊
で
と
も
に
祀
り
鎮
め
ら
れ
る
死
霊
の
な
か
で
も
と
く
に
重
視
さ

れ

た
の
は
禰
宜
死
霊
で
あ
る
。
禰
宜
死
霊
は
神
名
帳
の
な
か
で
も
特
別
の
存
在
で
あ
り
、
念
仏
踊

の

送
り
盆
に
お
い
て
は
、
一
般
の
死
霊
と
区
別
さ
れ
る
形
で
、
ま
ず
最
初
に
禰
宜
死
霊
が
送
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
禰
宜
死
霊
の
存
在
は
、
村
社
会
に
お
け
る
呪
的
カ
リ
ス
マ
と
し
て
の
禰
宜
の
存
在

の
反
映
で

あ
っ
た
。
禰
宜
は
そ
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
崇
り
霊
を
鎮
め
た
り
退
き

物
を
落
し
た
り
す
る
祈
祷
を
行
い
、
村
人
の
日
常
生
活
に
欠
か
せ
な
い
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
禰
宜
死
霊
が
特
出
し
た
位
置
を
も
っ
て
い
る
の
が
、
水
窪
に
代
表
さ
れ
る
三
信
遠

に
お
け
る
死
霊
祭
儀
の
特
徴
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
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は

じ
め
に

　
愛
知
、
長
野
、
静
岡
三
県
が
境
を
接
す
る
、
い
わ
ゆ
る
三
信
遠
地
域
は
、
古
く
か

ら
民
俗
芸
能
の
宝
庫
と
し
て
研
究
者
の
関
心
を
集
め
て
き
た
。
奥
三
河
の
花
祭
、
遠

山
の
霜
月
祭
、
坂
部
の
冬
祭
な
ど
の
湯
立
神
楽
は
、
そ
れ
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
な
か
で
静
岡
県
側
に
つ
い
て
は
、
相
対
的
に
研
究
が
立
ち
遅
れ
て
き

た
と
い
え
る
。
こ
の
地
域
で
は
、
わ
ず
か
に
西
浦
田
楽
が
人
口
に
胞
灸
す
る
く
ら
い

で
、
霜
月
祭
と
呼
ば
れ
る
湯
立
神
楽
は
内
容
が
地
味
な
せ
い
か
十
分
な
関
心
が
払
わ

れ
て

こ
な
か
っ
た
。

　

こ
う
し
た
な
か
で
、
同
地
の
湯
立
神
楽
の
研
究
の
嗜
矢
を
な
す
も
の
は
、
一
九
六

入
年
に
渡
辺
伸
夫
氏
が
水
窪
町
（
現
浜
松
市
）
草
木
の
調
査
を
ふ
ま
え
て
発
表
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

「
遠
州
水
窪
の
霜
月
神
楽
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
追
う
形
で
、
茂
木
栄
氏
に
よ
る
報
告

　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

書
『
草
木
の
霜
月
神
楽
』
が
刊
行
さ
れ
た
。

　
ま
た
近
年
は
、
池
原
真
氏
に
よ
り
草
木
に
つ
い
て
一
連
の
詳
細
な
調
査
・
研
究
が

　
　
　
　
　
（
3
）

行
わ
れ
て
い
る
。
在
地
の
禰
宜
の
文
書
の
解
読
を
ふ
ま
え
た
モ
ノ
グ
ラ
フ
研
究
で
あ

る
「
調
査
報
告
・
草
木
霜
月
神
楽
」
、
草
木
特
有
の
「
玉
取
り
」
と
い
う
湯
立
祭
儀

を
分
析
し
た
「
「
玉
取
り
」
と
「
神
清
め
」
」
、
湯
立
の
祭
の
神
役
に
着
目
し
た
「
草

木
霜
月
神
楽
の
祭
祀
組
織
と
祭
祀
形
態
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

ま
た
、
三
信
遠
地
域
は
念
仏
踊
の
さ
か
ん
な
地
域
で
も
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も

神
楽
の
研
究
に
少
し
遅
れ
て
調
査
・
研
究
が
行
わ
れ
て
き
た
。

　
水
窪
町
に
つ
い
て
は
、
一
九
八
七
年
に
石
川
純
一
郎
氏
が
同
町
で
も
っ
と
も
中
心

的
な
伝
承
地
で
あ
っ
た
有
本
の
念
仏
踊
に
つ
い
て
、
非
常
に
古
い
形
を
と
ど
め
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

る
と
思
わ
れ
る
念
仏
和
讃
な
ど
に
つ
い
て
採
集
報
告
を
行
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
九
〇
年
代
後
半
に
は
、
坂
本
要
氏
が
水
窪
町
各
地
の
念
仏
踊
の
調
査
報
告
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

行
な
っ
た
「
水
窪
大
念
仏
と
五
方
念
仏
」
、
お
よ
び
同
町
の
念
仏
踊
の
悉
皆
調
査
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

も
い
う
べ
き
石
川
純
一
郎
氏
、
吉
川
祐
子
氏
ら
に
よ
る
『
水
窪
町
の
念
仏
踊
』
が
、

あ
い
つ
い
で
発
表
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
神
楽
と
念
仏
踊
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
こ
れ
と

い
っ

た
研
究
が
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
近
年
、
神
楽
の
伝
え
る
中
世
的
信
仰
の
世
界
に
つ
い
て
の
解
明
が
す
す
み
、
そ
の

な
か
で
神
楽
祭
儀
の
根
源
に
あ
る
死
霊
祭
儀
と
し
て
の
側
面
に
光
が
あ
て
ら
れ
て
い

る
。
筆
者
も
、
こ
う
し
た
研
究
を
受
け
継
ぐ
形
で
、
前
著
『
霜
月
神
楽
の
祝
祭
学
』

に

お
い
て
水
窪
の
霜
月
祭
の
深
層
に
あ
る
死
霊
祭
儀
と
し
て
の
性
格
に
つ
い
て
明
ら

　
　
　
（
7
）

か
に
し
た
。

　

こ
う
し
た
神
楽
祭
儀
に
つ
い
て
の
知
見
を
ふ
ま
え
る
な
ら
、
同
じ
く
死
霊
を
鎮
め

る
性
格
を
も
つ
念
仏
踊
の
解
明
と
霜
月
祭
と
の
比
較
研
究
は
、
神
楽
研
究
に
と
っ
て

も
必
須
の
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た
課
題
に
こ
た
え
て
、
霜
月

祭
と
念
仏
踊
と
の
比
較
研
究
を
と
お
し
て
、
こ
の
地
域
の
死
霊
祭
儀
に
つ
い
て
明
ら

か
に

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
筆
者
は
す
で
に
水
窪
の
霜
月
祭
に
つ
い
て
は
前
記
の
調
査
研
究
を
発

表
し
て
い
る
が
、
念
仏
踊
に
つ
い
て
は
調
査
の
中
間
段
階
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

本
稿
で

は
霜
月
祭
に
つ
い
て
は
簡
潔
な
問
題
整
理
に
と
ど
め
、
念
仏
踊
に
つ
い
て
は

個
々
の
事
実
の
報
告
も
ふ
ま
え
た
考
察
を
行
い
、
そ
の
う
え
で
両
者
の
比
較
検
討
を

行
な
っ
て
い
き
た
い
。
そ
の
た
め
記
述
に
精
粗
の
違
い
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
が
、

そ
の
点
ご
容
赦
い
た
だ
き
た
い
。

0
霜
月
祭
に
お
け
る
死
霊
祭
儀

1

水
窪
霜
月
祭
の
構
造
と
死
霊
祭
儀
ー
草
木
を
中
心
と
し
て

　
イ
　
草
木
霜
月
祭
の
概
要

　
水
窪
町
草
木
で
は
、
近
年
ま
で
＝
一
月
一
三
日
か
ら
一
五
日
に
か
け
て
産
土
神
の

綾
村
神
社
で
霜
月
祭
が
行
わ
れ
て
い
た
。
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［三信遠における死霊祭儀］…　井上隆弘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
以

下
、
池
原
真
氏
の
報
告
に
よ
り
、
概
要
を
み
て
い
き
た
い
。

　
同
所
の
霜
月
祭
で
は
、
一
三
日
に
は
「
宵
祭
」
が
、
一
四
日
に
は

五
日
に
は
「
し
ず
め
」
が
行
わ
れ
た
。

「
本
祭
」
、

　

こ
の
う
ち
、
宵
祭
で
は
、
準
備
の
後
、
「
つ
と
め
」
と
呼
ば
れ
る
神
前
の
次
第
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ゅ
う
と
き
つ

行
わ
れ
る
。
宵
祭
で
は
、
同
所
で
「
旧
道
式
」
と
呼
ば
れ
る
修
験
的
な
祭
式
で
執

行
さ
れ
る
。

　
そ
の
後
、
「
釜
ば
や
し
」
、
「
年
号
開
き
」
、
「
神
名
帳
神
寄
せ
」
、
「
四
節
ば
や
し
」

な
ど
の
次
第
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
神
歌
に
よ
っ
て
湯
立
を
準
備
し
、
神
名
帳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

読
諦

に
よ
っ
て
神
を
勧
請
す
る
神
下
ろ
し
の
行
事
で
あ
る
。

　
次
の

「湯
ば
や
し
」
は
、
湯
立
に
先
立
っ
て
祭
場
を
清
め
る
舞
で
あ
る
。

　
続
い
て
湯
立
の
行
事
。
太
夫
（
禰
宜
）
の
水
と
火
を
操
る
修
法
で
あ
る
「
湯
火
の

お
こ
な
い
」
な
ど
が
行
わ
れ
る
。
そ
し
て
湯
立
の
中
心
次
第
で
あ
る
「
玉
取
り
」
と

な
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
詳
述
し
よ
う
。

　
湯
立
に
続
い
て
、
湯
立
の
湯
に
よ
り
神
社
の
社
殿
を
清
め
る
次
第
で
あ
る
「
は
ら

い
」
が
行
わ
れ
、
「
み
か
ぐ
ら
」
が
舞
わ
れ
る
。

　
そ

し
て
、
最
後
の
湯
立
で
あ
る
「
も
ろ
湯
」
と
神
送
り
の
次
第
が
行
わ
れ
、
一
日

目
を
終
了
す
る
。

　
本
祭
で

は
、
同
様
に
「
玉
取
り
」
ま
で
の
湯
立
の
次
第
が
行
わ
れ
る
が
、
「
つ
と
め
」

　
　
　
　
　
し
ん
と
う

は
、
同
所
で
「
新
道
式
」
と
呼
ぶ
神
社
神
道
の
祭
式
で
行
わ
れ
る
。

　
湯
立
に
続
い
て
、
湯
立
の
湯
で
そ
の
年
に
生
ま
れ
た
子
を
清
め
る
氏
子
入
り
の
儀

礼
で

あ
る
「
ぶ
た
い
」
、
オ
ヤ
カ
タ
と
呼
ば
れ
る
開
郷
領
主
の
家
筋
に
あ
た
る
高
氏

本
家
・
別
家
の
祓
い
を
行
う
「
倉
入
れ
」
、
湯
立
の
釜
で
炊
い
た
「
ご
じ
ん
こ
う
（
神

供
）
」
を
神
に
差
し
上
げ
る
新
穀
調
進
儀
礼
で
あ
る
「
ご
じ
ん
こ
う
上
げ
」
な
ど
が

行
わ
れ
る
。

　
そ
し
て
綾
村
神
社
の
御
幣
を
神
社
に
戻
す
「
お
ん
べ
い
納
め
」
が
行
わ
れ
、
「
も

ろ
湯
」
と
神
送
り
の
次
第
で
本
祭
を
終
了
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
草
木
霜
月
祭
は
、
池
原
真
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
「
玉
取
り
」
を
中

心

と
す
る
湯
立
儀
礼
と
、
そ
れ
に
続
く
さ
ま
ざ
ま
な
「
清
め
」
の
行
事
か
ら
な
っ
て

（1
0
）

い
る
。

　
ロ

　
神
名
帳
の
一
一
重
性

　
こ
こ
で
水
窪
の
霜
月
祭
の
祭
儀
が
も
つ
特
有
の
二
重
性
に
つ
い
て
注
目
し
た
い
。

　
そ
れ
は
ま
ず
、
神
寄
せ
を
行
う
と
き
に
読
請
さ
れ
る
神
名
帳
に
表
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
草
木
の
太
夫
で
あ
る
滝
沢
克
巳
氏
所
蔵
の
寛
政
二
二
年
の
年
記
を
も
つ

　
　
（
1
1
）

「神
名
帳
」
を
参
照
し
、
そ
の
構
成
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

①
産
土
神
、
近
隣
の
ム
ラ
の
神
々
、
全
国
の
神
々

　
最
初
に
、
「
三
台
玉
女
、
三
聞
神
」
と
い
う
陰
陽
道
系
の
吉
祥
の
方
位
の
神
、
お

よ
び
「
梵
天
帝
釈
、
四
大
天
王
」
な
ど
の
仏
教
系
の
天
地
の
神
の
名
を
唱
え
る
。
こ

れ

は
、
三
信
遠
の
神
楽
の
神
名
帳
の
冒
頭
の
定
型
で
あ
る
。
そ
し
て
神
楽
を
行
う
屋

敷
の
神
々
の
名
、
産
土
神
で
あ
る
綾
村
大
明
神
、
近
隣
の
神
々
、
全
国
の
神
の
名
を

次
々
と
唱
え
て
い
く
。

　
そ
し
て
神
名
帳
の
末
尾
に
は
、
次
の
よ
う
な
特
殊
な
神
々
の
グ
ル
ー
プ
が
み
ら
れ

る
。
以
下
、
原
文
を
参
照
し
よ
う
。

②
地
神
、
荒
神
、
山
・
川
・
水
・
木
な
ど
の
精
霊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
産
　
土
　
］
　
　
　
　
　
　
　
　
［
方
］

　
　
き
や
う
今
日
に
て
ゆ
わ
れ
ま
し
ま
す
　
御
ぶ
す
な
様
の
　
一
の
か
た
三
十

　
　
［
末
社
］

　
　
ま
つ
し
や
　
二
の
か
た
四
十
ま
つ
し
や
　
合
て
七
十
地
神
の
御
神
地
に
　
八
百

　
　
　
［
荒
神
］
　
　
　
　
［
山
神
護
法
］
　
［
根
渡
り
］
［
葉
渡
り
］
　
　
［
天
白
］

　
　
八
か
う
神
　
山
に
て
三
千
五
お
う
　
ね
わ
た
り
は
わ
た
り
　
大
天
ば
く
　
川
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
戸
］
　
　
　
　
　
　
　
　
［
滝
］
　
［
牛
王
］
　
［
岩
］

　
　
て

十
百
惣
水
神
　
井
と
に
ハ
井
と
神
　
御
た
き
の
御
お
う
　
ゆ
わ
に
ハ

　
　
［
　
百
　
　
⊥
ハ
　
　
］
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
霊
］
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
　
道
　
祖
　
神
　
］

　
　
び
や

く
ろ
く
　
木
に
て
木
た
ま
の
明
神
　
道
に
て
と
う
ろ
く
神
　
金
に
て
九
万

　
　
　
　
　
　
　
［
注
連
］
　
　
　
　
　
　
［
御
幣
］

　
　
八
千
金

山
　
四
め
に
四
百
　
ご
平
五
百
竹
に
て
八
百
　
海
に
て
七
つ
の
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［
海
龍
］
　
［
龍
］
　
　
　
［
春
属
］

　
　
か

い

り
う
五
り
う
　
一
万
け
ん
ぞ
く
万
し
や
五
を
う
　
左
の
か
い
り
や
う
右
の

　
　
か
い

り
う
　
ご
り
や
う

③
禰
宜
死
霊

　
　
　
［
市
］
　
［
市
］
　
［
禰
宜
］
　
［
禰
宜
］
　
　
　
［
子
］
［
死
　
霊
　
］

　
　
大
一
小
一
大
ね
ぎ
小
ね
ぎ
　
神
小
し
り
や
う
　
ね
ぎ
小
し
り
や
う
　
八
百
万

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
参
前
］

　
　
神
一
切
の
こ
さ
ず
此
家
さ
ん
し
ん

④
祖
霊

　
　
　
　
　
［
代
］
　
　
　
　
　
　
　
　
［
父
方
先
祖
］
　
［
母
方
先
祖
］
　
［
神
宮
］

　
　
一
の
百
た
い
　
一
の
み
か
ら
　
て
・
方
せ
ん
ぞ
　
は
・
方
せ
ん
ぞ
　
志
ん
ぐ

　
　
［
諸
菩
薩
］
　
　
　
　
　
［
押
し
戴
く
］

　
　
し
よ
ほ
さ
つ
一
切
の
こ
さ
ず
を
し
板
本
尊

　

こ
こ
で
は
、
②
③
④
の
特
殊
な
神
々
の
グ
ル
ー
プ
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
近
年
ま

で
太
夫
が
用
い
て
い
た
『
禰
宜
の
本
』
所
載
の
神
名
帳
で
は
、
こ
れ
ら
の
グ
ル
ー
プ

に
相
当
す
る
部
分
の
冒
頭
で
、
「
今
日
の
三
台
玉
女
、
三
聞
神
」
と
い
う
文
言
が
繰

り
返
さ
れ
る
。
前
述
の
と
お
り
、
こ
れ
は
三
信
遠
の
神
楽
の
神
名
帳
の
初
め
の
定
型

句
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
神
々
の
グ
ル
ー
プ
が
一
般
の
神
々
と
は
別
の
も
の
と
観

念
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。

　

こ
れ
ら
の
う
ち
、
②
で
は
産
土
神
の
末
社
が
「
七
十
地
神
」
と
さ
れ
、
そ
の
「
御

神
地
」
に
は
「
八
百
八
荒
神
」
が
鎮
座
す
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
山
の
神
や
川
・
岩
・

木
・
道
な
ど
の
精
霊
が
数
え
上
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
崇
り
を
す
る

マ

イ
ナ
ー
な
神
々
や
精
霊
を
祀
り
鎮
め
る
こ
と
は
神
楽
祭
儀
の
重
要
な
目
的
だ
っ
た

の

で
あ
る
。

　
③
で
は
禰
宜
や
小
禰
宜
と
呼
ば
れ
る
神
子
の
死
霊
が
祀
ら
れ
る
。
後
述
の
よ
う
に

禰
宜

は
神
に
近
い
存
在
と
観
念
さ
れ
、
禰
宜
死
霊
は
恐
ろ
し
い
存
在
と
し
て
丁
重
に

祀
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
④
で
は
各
家
の
祖
霊
が
祀
ら
れ
る
。
こ
の
「
禰
宜
死
霊
」
↓
「
祖
霊
」
と
い
う
順

序
は
、
後
述
の
と
お
り
念
仏
踊
の
「
送
り
盆
」
で
精
霊
を
送
る
順
序
と
そ
の
ま
ま
重

な
り
合
う
。
こ
れ
は
、
禰
宜
死
霊
の
特
権
性
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
神
名
帳
に
み
ら
れ
る
水
窪
の
霜
月
祭
の
性
格
を
、
中
国
地
方
の
荒
神
神

楽
と
比
較
す
る
な
ら
、
死
霊
鎮
め
の
性
格
は
荒
神
神
楽
と
共
通
し
て
い
る
と
い
え
る
。

し
か
し
、
荒
神
神
楽
が
祖
霊
と
地
神
と
の
強
力
な
結
び
つ
き
を
特
徴
と
し
、
両
者
が

習
合
し
た
本
山
荒
神
を
中
心
的
神
格
と
し
て
祀
る
の
に
た
い
し
、
水
窪
の
霜
月
祭
で

は
、
地
神
は
祀
り
鎮
め
る
べ
き
神
格
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
と
祖
霊
と
の
強
力
な
結
び

つ
き
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
た
い
し
、
水
窪
の
大
き
な
特
徴
は
禰
宜
死
霊
の
存
在

で

あ
る
。
こ
れ
こ
そ
神
楽
祭
儀
で
祀
り
鎮
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
恐
る
べ
き
神
格
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
水
窪
の
祭
に
お
い
て
は
、
祭
祀
者
の
カ
リ
ス
マ
性
が
き
わ
だ
っ

て

い

た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
水
窪
の
神
名
帳
は
、
大
き
く
分
け
れ
ば
、
各
地
の
神
社
の
祭
神
な
ど

一
般
の

神
々
の
グ
ル
ー
プ
と
、
地
神
・
荒
神
お
よ
び
死
霊
な
ど
の
グ
ル
ー
プ
に
二
分

さ
れ
る
。
こ
れ
は
神
楽
祭
儀
の
二
重
性
の
反
映
に
他
な
ら
な
い
。
以
下
、
こ
れ
を
み

て

い
こ
う
。

　
ハ
　
湯
立
祭
儀
の
二
重
性

　

こ
う
し
た
二
重
性
は
湯
立
儀
礼
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
。
前
述
し
た
草
木
の
「
玉

取
り
」
の
儀
礼
構
造
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
①
座
頭
に
よ
る
玉
取
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
小
禰
宜
の
先
達
で
あ
る
座
頭
は
、
釜
前
で
東
・
南
・
西
・
北
・
中
央
に
向
か
い
、

二
本
の

御
幣
を
持
っ
て
舞
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
方
位
を
舞
う
ご
と
に
、
湯
釜
の
正
面

（東
）
に
向
き
直
り
、
御
幣
で
湯
を
か
き
た
て
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
取
］

　

こ
の
と
き
、
座
頭
が
「
玉
取
り
通
る
よ
袖
に
玉
取
る
や
な
」
と
モ
ト
を
う
た
う
と
、

他
の

小
禰
宜
た
ち
は
「
湯
ぶ
せ
が
通
る
よ
袖
に
玉
取
る
や
な
」
と
ウ
ラ
を
返
す
。

　
②
小
禰
宜
に
よ
る
玉
取
り

　
座

頭
、
小
禰
宜
の
全
員
が
先
の
詞
章
を
口
早
に
唱
え
な
が
ら
、
次
々
と
湯
釜
の
正

面
に

進
み

出
て
御
幣
で
湯
を
か
き
た
て
る
。
北
の
座
に
立
っ
た
「
釜
洗
い
」
の
役
は
、

玉
取
り
の
数
を
数
珠
の
玉
で
数
え
、
百
八
口
目
に
な
る
と
数
珠
を
も
み
鳴
ら
し
終
了

　
　
　
（
1
3
）

を
告
げ
る
。
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こ
の
二
つ
の
「
玉
取
り
」
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

水
窪
町
上
村
の
霜
月
祭
が
重
要
な
手
が
か
り
を
与
え
て
い
る
。

　
上

村
で
は
、
草
木
の
「
①
座
頭
に
よ
る
玉
取
り
」
に
あ
た
る
部
分
は
「
湯
の
舞
」

と
呼
ば
れ
る
小
禰
宜
の
先
達
に
よ
る
湯
立
で
あ
る
。
「
②
小
禰
宜
に
よ
る
玉
取
り
」

に
あ
た
る
部
分
は
「
五
色
」
と
呼
ば
れ
、
草
木
と
同
様
に
小
禰
宜
集
団
に
よ
る
湯
立

　
　
　
　
　
（
1
4
）

と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
う
ち
「
湯
の
舞
」
で
は
方
位
の
基
準
と
な
っ
て
い
る
の
は
東
で
あ
る
。
先
達

は
東
か
ら
始
め
、
南
・
西
・
北
・
中
央
の
順
で
湯
立
を
行
な
っ
て
い
く
。

　
一
方
、
「
五
色
」
で
は
、
湯
釜
の
五
方
で
「
玉
取
り
」
が
行
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に

先
立
ち
御
幣
を
北
か
ら
東
、
南
、
西
へ
と
順
次
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
位
の
小
禰
宜
へ
と

回
し
て
い
き
、
湯
立
が
終
わ
っ
た
後
、
今
度
は
逆
回
り
で
西
か
ら
北
へ
と
御
幣
を
返

す
。
こ
れ
は
神
が
来
臨
し
帰
還
す
る
方
位
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
ち
な
み
に
湯
釜
の
四
方
の
笹
竹
は
北
の
み
二
本
立
て
ら
れ
、
ま
た
注
連
縄
も
北
か

ら
巻
い
て
い
く
こ
と
か
ら
も
、
北
が
湯
釜
周
囲
の
方
位
の
一
つ
の
基
準
と
な
っ
て
い

る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

　

こ
の
方
位
の
差
異
は
二
つ
の
湯
立
の
性
格
の
違
い
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

　
注

目
す
べ
き
は
、
「
五
色
」
で
基
準
と
な
っ
て
い
る
北
と
い
う
方
位
で
あ
る
。
こ

の

北

は
、
各
方
位
の
正
面
か
ら
み
れ
ば
西
北
す
な
わ
ち
戌
亥
で
あ
る
。
ま
た
北
は
し

ば

し
ば
戌
亥
と
さ
れ
る
。

　
各
地
の
神
楽
歌
に
は
「
戌
亥
の
隅
」
を
う
た
う
も
の
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
祖
霊

が
地
の
神
と
し
て
屋
敷
の
戌
亥
の
隅
に
祀
ら
れ
る
事
例
は
各
地
で
報
告
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
戌
亥
の
隅
は
霊
の
通
う
方
位
で
あ
り
、
戌
亥
は
祖
霊
の
鎮
座
す

る
地
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
先
学
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
。

　
中
国
地
方
の
荒
神
神
楽
で
は
、
本
山
荒
神
の
神
座
は
戌
亥
に
作
ら
れ
る
。
ま
た
、

奥
三
河
の
土
公
神
祭
文
に
は
、
土
公
神
が
戌
亥
の
隅
を
守
護
す
る
こ
と
を
う
た
っ
た

上村の「五色」写真1

も
の
が
見
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
戌
亥
の
隅
が
、
こ
れ
ら
の
地
霊
、
あ
る
い
は
地
霊
と
習
合
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

た
祖
霊
の
通
う
方
位
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

　
神
楽
と
は
荒
ぶ
る
霊
を
守
護
霊
に
変
え
る
儀
礼
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
、
と
も

す
れ
ば
崇
り
や
す
い
地
霊
を
鎮
め
、
崇
る
性
質
の
強
い
死
霊
を
祖
霊
に
祀
り
上
げ
る
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こ
と
は
、
神
楽
祭
儀
の
主
要
な
目
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
中
国
地
方

の
荒
神
神
楽
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。

　
と
す
る
な
ら
、
戌
亥
の
隅
か
ら
神
霊
を
迎
え
て
行
わ
れ
る
「
小
禰
宜
に
よ
る
玉
取

り
」
は
、
こ
う
し
た
性
格
を
も
つ
神
楽
祭
儀
で
あ
る
こ
と
が
推
定
で
き
よ
う
。

　
前
節
で
み
た
と
お
り
、
水
窪
の
神
名
帳
は
、
大
き
く
分
け
れ
ば
、
各
地
の
神
社
の

祭
神
な
ど
一
般
の
神
々
の
グ
ル
ー
プ
と
、
地
神
・
荒
神
お
よ
び
死
霊
な
ど
の
グ
ル
ー

プ
に

二
分
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
湯
立
祭
儀
の
二
分
、
す
な
わ
ち
「
座
頭
（
先
達
）
に

よ
る
玉
取
り
」
と
「
小
禰
宜
に
よ
る
玉
取
り
」
の
二
分
に
対
応
す
る
も
の
で
は
な
い

か
。　

以
上
か

ら
、
湯
立
祭
儀
の
う
ち
で
も
後
半
の
「
小
禰
宜
に
よ
る
玉
取
り
」
は
、
荒

霊
や
死
霊
を
祀
り
鎮
め
守
護
霊
へ
と
祀
り
上
げ
る
湯
立
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
玉
取
り
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
祈
願
の
場
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
注
意

を
要
す
る
。

　
一
一
神
送
り
の
二
重
性

　

こ
の
よ
う
な
祭
儀
の
二
重
性
は
神
送
り
の
次
第
に
も
見
ら
れ
る
。

　
草
木
の
神
送
り
の
唱
え
事
で
あ
る
「
神
送
り
の
事
」
は
、
次
の
よ
う
に
構
成
に
な
っ

て

い
る
。

①
拝
殿
神
送
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
調
べ
］

　
　
東
方
に
向
か
う
て
神
を
く
り
す
る
（
中
略
）
十
二
が
し
ら
べ
い
さ
は
れ
て
天
く

　
　
だ

ら
せ
ま
い
ら
せ
し
も
お
う
し
ん
神
は
な
に
を
ち
か
ら
に
た
ち
か
ゑ
る
白

　
　
［
妙
］
　
　
［
幣
］
　
　
　
　
　
　

［

散
具
］

　
　
た
い
の
御
へ
い
に
い
う
か
ね
の
こ
れ
さ
ん
ご
う
も
つ
て
神
は
神
の
や
し
ろ
仏
は

　
　
も
と
の
と
う
と
う
と
う
く
う
と
天
の
岩
戸
の
ゑ
の
き
七
本
が
も
と
ゑ
じ
ゆ
ん

　
　
（
東
西
南
北
中
央
唱
ヘ
ベ
し
）

　
　
又
五
方
に
唱
ふ
る
べ
し

　
　
な
ん
方
に
て
も
し
ず
め
う
つ
　
し
ず
め
に
の
こ
る
神
あ
ら
ん
ば
わ
け
て
本
地
へ

　
　

か
ゑ

し
申
す

②
ご
ぜ
ん

　
　
次
二
此
う
た
申
す
べ
し

　
　
［
宵
］
　
　
　
　

［

夜

中
］
　
　
　
　

［

暁
時
］
　
　
　
　
　
［

境

］

　
　

よ
い
わ
し
い
み
　
よ
う
な
か
わ
み
る
め
　
あ
か
と
き
わ
　
人
と
せ
が
さ
が
い
神

　
　
［
境
］
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
峰
］

　
　
さ
が
ゑ
ま
い
れ
ば
　
願
い
を
お
り
た
ま
い
き
れ
ば
願
い
を
う
け
た
ま
い
　
み
ね

　
　
　
　
　
　
　
［
鹿
］
　
　
　
　
　
　
［
谷
］
　
　
　
　
［
り
］
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
猿
］

　
　
ゑ

の
ぼ
り
て
し
か
な
ん
ぞ
　
た
に
ゑ
さ
が
う
て
さ
ん
さ
ん
さ
ん
さ
る
な
ん
ぞ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
　
さ
　
さ
　
げ
　
豆
　
］
　
　
　
　
　
　
［
今
年
］

　
　

さ
る
を
り
ゑ
た
く
り
か
け
お
い
て
さ
ん
さ
ぎ
さ
い
ま
め
ほ
ど
よ
く
　
こ
と
し
わ

　
　
［
世
の
中
］

　
　

よ
の
な
か
よ
う
て
　
だ
ん
ご
玉
取
る
や
な
　
も
ち
玉
取
る
や
な
　
ご
ぜ
ご
ぜ
の

　
　
道
よ
ば
わ
り
あ
り
と
わ
申
せ
ど
も
　
な
か
り
と
わ
申
さ
ぬ
　
有
り
け
り
も
う
せ

　
　
〔
置
］
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
取
］

　
　

お

い

た
り
け
の
も
の
や
な
　
お
い
た
り
け
の
も
の
や
な
　
と
つ
た
り
け
の
も
の

　
　

や

な
　
か
う
か
う
か
う

　

こ
の
詞
章
が
載
る
『
禰
宜
の
本
』
に
は
、
「
拝
殿
神
送
り
な
ら
び
に
ご
ぜ
ん
」
と

い
う
次
第
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
拝
殿
神
送
り
」
と
「
ご
ぜ
ん
」
と
い
う
こ
と
が

区
別
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
に
し
た
が
っ
て
詞
章
を
二
分
し
た
。

　
「
拝
殿
神
送
り
」
で
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
、
拝
殿
の
戸
は
す
べ
て
開
け
ら
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

五
方
に
向
か
っ
て
神
送
り
が
行
わ
れ
る
。
神
送
り
に
よ
っ
て
も
、
な
お
居
残
ろ
う
と

す
る
神
に
た
い
し
て
、
さ
ら
に
五
方
に
神
送
り
が
繰
り
返
さ
れ
る
。

　
次
の
「
ご
ぜ
ん
」
の
詞
章
に
は
、
「
ご
ぜ
ご
ぜ
の
道
よ
ば
わ
り
」
と
い
う
文
言
も

み

ら
れ
る
。
こ
の
「
ご
ぜ
ん
」
あ
る
い
は
「
ご
ぜ
」
と
は
、
「
御
前
」
、
す
な
わ
ち
荒

霊
・
死
霊
を
意
味
す
る
「
ミ
サ
キ
」
で
あ
ろ
う
。
三
浦
秀
宥
氏
に
よ
れ
ば
、
ミ
サ
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

は
古
く
は
「
ゴ
ン
ゼ
ン
」
な
ど
と
表
記
さ
れ
た
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　

こ
の
詞
章
に
つ
い
て
は
細
部
に
立
ち
入
ら
な
い
が
、
以
下
に
抜
き
書
き
し
た
冒
頭

部
分
が
死
霊
鎮
魂
の
神
楽
の
詞
章
に
類
似
す
る
こ
と
に
は
注
意
を
要
す
る
。

　
［
宵
］
　
　
　
　
［
夜
中
］
　
　
　
　

［

暁

時
］
　
　
　
　
　
［
境
］

　
「
よ
い
わ
し
い
み
　
よ
う
な
か
わ
み
る
め
　
あ
か
と
き
わ
　
人
と
せ
が
さ
が
い
神

〔

境
　
］

さ
が
ゑ
ま
い
れ
ば
」

　

こ
の
部
分
は
、
上
村
の
神
送
り
の
詞
章
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
　
境
　
］

　
「
宵
は
し
い
め
夜
中
は
し
ず
め
朝
時
は
　
月
光
お
ろ
し
が
一
瀬
が
さ
か
り
神
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ロ
　
　
ロ

ざ
か
り
」

　

こ
れ
ら
は
、
浄
土
神
楽
の

を
示
そ
う
。

　
①
宵
ハ
叡
山
　
夜
中
ハ
熊
野

「
後
夜
の
遊
び
」
の
詞
章
に
類
似
す
る
。
以
下
に
そ
れ

［ア

カ
ト
キ
］
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

暁

時
ハ
三
世
ノ
菩
薩
唱
エ
ヲ
ゾ
ス
ル

写真2　上村の「神送り」
　　　　（湯釜の四囲に立てられた笹竹は、神の依代である「湯の上」とともに荒あらしく引き抜かれ庭
　　　　に遺棄される。この笹竹は二度と使用されず、翌日は新しい笹竹が立てられる）

　
［
宵
］
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
ミ
サ
キ
］
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

②
ヨ
イ
ハ
シ
ユ
へ
夜
中
ハ
熊
野
明
時
ハ
　
サ
ン
ヤ
ノ
御
前
ノ
唱
ヘ
ヲ
ゾ
ス
ル

　
［
宵
］
［
薬
師
］
［
夜
中
］
　
［
普
賢
］
　
［
暁
時
］
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
供
養
］
　
　
（
2
1
）

③
ヨ
イ
ヤ
グ
シ
ヨ
中
ハ
フ
ケ
ン
ヨ
ア
カ
ト
キ
ノ
　
イ
ゴ
モ
ル
神
ニ
ク
ヨ
ウ
申
ス
ゾ

　

こ
れ
ら
の
う
ち
、
①
は
広
島
県
東
城
町
宮
脇
栃
木
家
文
書
の
「
六
道
十
三
仏
の
勧

文
」
と
い
わ
れ
る
「
後
夜
の
遊
び
」
の
祭
文
、
②
は
広
島
県
比
婆
郡
西
部
の
神
弓
祭

の

「後
夜
遊
」
の
歌
、
③
は
岩
手
県
下
閉
伊
郡
和
野
の
山
伏
神
楽
の
権
現
舞
の
「
後

夜
の
遊
び
」
の
お
つ
と
め
の
歌
の
、
い
ず
れ
も
導
入
歌
で
あ
る
。

　
「
後
夜
の
遊
び
」
と
は
、
死
霊
鎮
魂
の
神
楽
祭
儀
を
意
味
す
る
。
こ
れ
ら
の
歌
は
、

死
霊

を
冥
土
か
ら
呼
び
戻
し
て
浄
化
し
て
浮
か
ば
せ
る
た
め
の
呪
歌
で
あ
っ
た
。

　
水
窪
に
お
い
て
は
、
「
後
夜
の
遊
び
」
の
祭
儀
は
す
で
に
失
わ
れ
て
い
る
が
、
そ

の

詞
章
が
神
送
り
の
章
句
と
し
て
残
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
各
節
の
考
察
か
ら
、
草
木
に
代
表
さ
れ
る
水
窪
の
霜
月
祭
が
死
霊
鎮
め
の

性
格
を
色
濃
く
残
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。

2
　
禰
宜
死
霊
を
祀
る
湯
立

　

イ
　
大
栗
平
比
叡
神
社
の
霜
月
祭

　
同
じ
水
窪
町
で
も
、
西
浦
の
湯
立
に
お
け
る
死
霊
祭
儀
は
、
草
木
の
そ
れ
と
若
干

内
容
を
異
に
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
西
浦
区
大
栗
平
の
産
土
神
で
あ
る
比
叡
神
社
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

例
を
あ
げ
る
こ
と
と
す
る
。

　
比
叡
神
社
の
祭
神
は
比
叡
山
大
権
現
と
綾
村
大
明
神
で
あ
る
。

　
戦
前
に
は
オ
ヤ
カ
タ
屋
敷
と
呼
ば
れ
た
伊
藤
家
で
祭
の
仕
度
を
す
べ
て
行
な
っ
た

と
い
う
。
オ
ヤ
カ
タ
屋
敷
と
は
開
郷
領
主
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
。
同
家
は
「
宮

の
守
り
」
あ
る
い
は
「
鍵
取
り
」
と
い
っ
て
神
社
を
管
理
す
る
務
め
も
行
な
っ
た
。

　
同
神
社
で
か
つ
て
旧
暦
一
一
月
一
一
日
に
行
わ
れ
て
い
た
祭
で
は
、
終
戦
の
頃
ま

で
湯
立
が
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
現
在
で
は
西
浦
区
の
他
の
神
社
と
同
様
行
わ

れ
て

い

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
で
は
「
杉
下
高
市
氏
の
覚
書
」
に
よ
り
祭
儀
内
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容
を
た
ど
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
祭
次
第

一

、
三
拝
シ
テ
着
座
　
座
シ
テ
ニ
拝
（
天
柱
、
国
柱
）

二
、
身
曽
祇
祓
　
一
返
　
三
光
印

三
、
護
神
法
　
神
迎

四
、
六
根
清
浄
祓
　
一
返
　
十
宝
印

五
、
五
方
〆
　
五
山
え
印

六
、
三
口
加
持
五
〆
　
八
　
え
印

七
、
所
々
神
々
へ
祈
念
　
十
宝
え
印

八
、
釜
立
次
第
音
楽

九
、
年
号
月
日
次
第

十
、
日
本
神
明
次
第

十
一
、
四
節
次
第

十
二
、
日
本
国
中
神
々
へ
　
酒
ヲ

十

三
、
湯
火
行
事
次
第

十
四
、
身
曽
祇
祓
一
返
　
三
光
を
印
二
釜
ぶ
た
取
り
手
に
字
ヲ
書
ク

十
五
、
湯
を
お
こ
す

十
六
、
湯
開

十
七
、
日
本
神
々
ヲ
迎
ヒ

十
八
、
年
号
月
日

十
九
、
湯
立
　
音
楽

二

十
、
御
神
楽
　
音
楽

二
十
一
、
家
内
祓

二
十

二
、
御
神
供

二
十
三
、
湯
立

二
十
四
、
ぶ
た
い
あ
ら
い

二
十
五
、
六
十
六
神
湯
立

二
十
六
、
家
内
一
同
湯
祓

二
十
七
、
願
主
差
湯

二
十

入
、
津
る
ぎ
　
音
楽

二

十
九
、
神
死
霊
山
ぶ
し
湯
立

三

十
、
湯
花
く
み

三

十
一
、
湯
ふ
き
を
以
て
五
方
清
め

三
十

二
、
上
火

三

十
三
、
上
湯

三

十
四
、
紙
祭

三

十
五
、
神
送
り

三

十
六
、
ふ
み
し
ず
め

三

十
七
、
荒
神
祭

三

十
八
、
御
祓
納

三

十
九
、
御
神
供

　
ロ
　
霜
月
祭
の
祭
儀
構
造
と
禰
宜
死
霊
を
祀
る
湯
立

　
以
上
の

次
第
の
う
ち
、
一
か
ら
十
二
ま
で
が
祭
を
準
備
す
る
次
第
で
あ
り
、
さ
ま

ざ
ま
な
祓
い
を
行
い
神
々
を
勧
請
し
て
湯
立
の
準
備
を
行
う
次
第
で
あ
る
。
十
三
か

ら
三
十
三
ま
で
が
湯
立
の
次
第
。
三
十
四
か
ら
三
十
九
ま
で
が
、
神
送
り
な
ど
祭
を

終
わ
ら
せ
る
次
第
で
あ
る
。

　

こ
の
う
ち
湯
立
の
次
第
は
、
草
木
の
場
合
と
同
様
、
最
初
の
準
備
の
次
第
な
ど
を

除
け
ば
、
「
湯
立
の
本
体
」
と
そ
れ
に
つ
づ
く
「
清
め
」
の
儀
礼
の
組
み
合
わ
せ
が

繰

り
返
さ
れ
る
形
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
、
い
く
つ
か
の

パ

ー
ト
に
分
け
て
、
少
し
く
わ
し
く
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
①
「
十
九
、
湯
立
二
十
、
御
神
楽
二
十
一
、
家
内
祓
二
十
二
、
御
神
供
」

の

パ

ー
ト
は
、
湯
立
を
行
い
、
御
神
楽
を
舞
い
、
清
め
ら
れ
た
湯
で
「
家
内
祓
」
を
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行
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
家
内
祓
」
と
は
、
こ
の
祭
が
オ
ヤ
カ
タ
屋
敷
で
あ
る
伊
藤
家
の
祭
で
あ
っ
た
こ

と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
戦
前
ま
で
は
、
湯
立
の
あ
と
伊
藤
家
で
清
め
の
舞

が
舞
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
の
最
初
の
湯
立
は
オ
ヤ
カ
タ
屋
敷
の
清
め
の
た
め
の
湯
立
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

②

「
二
十
三
、
湯
立
、
二
十
四
、
ぶ
た
い
あ
ら
い
」
の
パ
ー
ト
は
、
い
わ
ゆ
る
氏

子
入
り
儀
礼
の
部
分
と
考
え
ら
れ
る
。
「
ぶ
た
い
あ
ら
い
」
と
は
、
氏
子
入
り
を
行

う
舞
台
を
湯
立
の
湯
で
清
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
同
所
に
は
、
そ

の
年
に
生
ま
れ
た
子
が
禰
宜
に
湯
立
の
湯
を
か
け
て
も
ら
い
「
神
の
子
」
に
な
る
、

　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

と
い
う
伝
承
が
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
の
二
番
目
の
湯
立
は
、
氏
子
入
り
を
行
う
た
め
の
湯
立
と
考
え

ら
れ
る
。

　
③
「
二
十
五
、
六
十
六
神
湯
立
」
は
、
草
木
や
上
村
の
「
小
禰
宜
に
よ
る
玉
取
り
」

に
当
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
草
木
で
は
百
八
回
湯
を
擾
ね
て
玉
取
り
を
行
う

が
、
こ
の
場
合
も
六
十
六
回
湯
を
援
ね
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
マ
イ
ナ
ー
な
神
々
を
祀
る

湯
立
を
行
う
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

　

こ
れ
に
つ
づ
く
、
「
二
十
六
、
家
内
一
同
湯
祓
」
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
清
め
ら

れ
た

湯

に
よ
る
家
内
一
同
の
祓
い
。
「
二
十
七
、
願
主
差
湯
」
は
立
願
者
の
た
め
の

次
第
で
、
湯
釜
に
新
た
な
水
を
差
し
て
加
え
る
。
こ
の
「
差
湯
」
に
つ
い
て
は
、
近

隣
の
上
村
、
お
よ
び
長
野
県
天
龍
村
坂
部
の
冬
祭
、
秋
田
県
保
呂
羽
山
霜
月
神
楽
に

同
様
の
作
法
が
あ
る
。
「
二
十
八
、
津
る
ぎ
」
は
剣
の
舞
で
、
清
め
の
舞
と
考
え
ら

れ
る
。

　
④
「
二
十
九
、
神
死
霊
山
ぶ
し
湯
立
」
は
注
目
さ
れ
る
。
「
神
死
霊
」
と
は
、
水

窪
で
は
禰
宜
死
霊
の
こ
と
を
指
す
。
こ
の
禰
宜
と
は
祈
祷
な
ど
を
業
と
し
た
在
地
の

禰
宜
で

あ
る
。
ま
た
、
「
山
ぶ
し
」
は
お
そ
ら
く
同
様
に
祈
祷
な
ど
を
行
な
っ
た
山

伏
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
「
杉
下
高
市
氏
の
覚
書
」
所
載
の
「
日
本
神
明
次
第
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
神
霊
力
］

（神
名
帳
）
の
末
尾
に
は
コ
の
死
霊
二
の
死
霊
左
の
神
原
右
の
カ
ん
原
大
ね
ぎ
小

ね
ぎ
ね
ぎ
死
霊
様
」
と
記
さ
れ
、
祭
に
禰
宜
死
霊
な
ど
の
死
霊
が
招
か
れ
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
。

　
覚
書
の
注
記
に
は
「
此
の
時
身
そ
ぎ
（
襖
）
一
返
、
三
種
の
は
ら
い
十
二
返
」
と

あ
る
。
祭
祀
者
が
わ
が
身
に
死
霊
の
影
響
力
が
及
ぶ
こ
と
を
恐
れ
て
、
こ
れ
ら
の
作

法
を
行
な
っ
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
。

　
以
下
の

「
三

十
、
湯
花
く
み
」
の
注
記
に
は
、
「
ひ
し
ゃ
く
を
以
っ
て
六
十
六
社

神
送
り
」
と
あ
る
。
「
六
十
六
社
」
は
③
の
「
六
十
六
神
」
を
意
味
し
よ
う
。
③
の

湯
立

と
こ
の
部
分
が
関
連
し
て
い
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
「
三
十
一
、
湯
ふ
き
を

以
て

五
方
清
め
」
の
「
湯
ふ
き
」
は
湯
を
浸
し
て
振
り
撒
く
笹
な
ど
を
束
ね
た
祭
具

で

あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
り
五
方
の
清
め
が
行
わ
れ
る
。

　
以
上

の

よ
う
に
比
叡
神
社
の
湯
立
は
、
二
口
の
「
湯
立
」
、
「
六
十
六
神
湯
立
」
、

お
よ
び
「
神
死
霊
山
ぶ
し
湯
立
」
の
三
つ
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

同
所
の
神
明
帳
で
あ
る
「
日
本
神
明
次
第
」
は
、
草
木
の
神
明
帳
と
同
様
に
、
神
社

の

祭
神
お
よ
び
近
隣
の
神
々
、
海
山
の
精
霊
な
ど
の
マ
イ
ナ
ー
な
神
霊
、
禰
宜
死
霊

な
ど
の
死
霊
と
い
う
三
つ
の
部
分
か
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
推
せ
ば
、
二
口
の

「湯
立
」
は
比
叡
神
社
の
祭
神
お
よ
び
近
隣
の
神
々
を
、
「
六
十
六
神
湯
立
」
は
崇
り

や

す
い
マ
イ
ナ
ー
な
神
霊
を
、
「
神
死
霊
山
ぶ
し
湯
立
」
は
禰
宜
死
霊
を
、
そ
れ
ぞ

れ
対
象
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
比
叡
神
社
の
湯
立
は
こ
の
よ
う
な
三
重
構
造
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
か
で

も
公
然
と
禰
宜
死
霊
を
祀
る
と
称
す
る
湯
立
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
同
地
の
神
楽
祭

儀
の
き
わ
だ
っ
た
特
徴
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
前
述
の
草
木
の
神
名
帳
の
考
察
に
お
い
て
も
禰
宜
死
霊
が
き
わ
だ
っ
た
存
在
で
あ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
比
叡
神
社
の
湯
立
祭
儀
に
お
い
て
は
、
禰
宜
死
霊
は

独
立

し
た
次
第
を
も
つ
、
祀
り
鎮
め
ら
れ
る
べ
き
主
要
な
神
霊
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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以
上
の

考
察
か
ら
、
水
窪
の
湯
立
が
も
つ
死
霊
祭
儀
と
し
て
の
性
格
が
浮
か
び
上

が
っ
て
こ
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
な
か
で
も
禰
宜
死
霊
は
特
別
な
位
置
を
も
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。

②
念
仏
踊
の
構
造

　
最
後

に
導
師
か
ら
、
こ
の
日
の
法
要
が
、
新
盆
の
諸
霊
、
各
家
先
祖
代
々
、
三
界

万

霊
、
有
縁
無
縁
の
諸
霊
な
ど
を
供
養
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
旨
が
告
げ
ら
れ
た
。

　
施
餓
鬼

と
は
本
来
、
供
養
し
て
く
れ
る
人
が
な
い
た
め
餓
鬼
道
を
さ
ま
よ
っ
て
い

る
死
霊
に
食
べ
物
や
水
を
与
え
て
供
養
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
寺
施
餓
鬼
は
、

　

さ
て
夏
季
に
は
、
水
窪
で
も
う
ひ
と
つ
の
死
霊
祭
儀
の
性
格
を
も
つ
宗
教
行
事
が

行
わ
れ
る
。
念
仏
踊
で
あ
る
。

　
念
仏

踊
は
死
者
の
霊
を
呼
び
出
し
て
、
は
や
し
踊
る
こ
と
に
よ
っ
て
鎮
魂
慰
撫
す

る
も
の
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
精
霊
が
ど
の
よ
う
な
性
格
の
も
の

か

を
把
握
す
る
こ
と
は
、
と
り
わ
け
水
窪
の
念
仏
踊
を
理
解
す
る
う
え
で
重
要
で
あ

る
。
以
下
、
こ
の
問
題
を
ポ
イ
ン
ト
に
す
え
て
、
現
存
す
る
念
仏
踊
の
な
か
で
も
翁

川
流
域
の
代
表
的
な
伝
承
地
と
し
て
西
浦
を
、
ま
た
現
在
は
行
わ
れ
て
い
な
い
が
水

窪
川
流
域
の
代
表
的
な
伝
承
地
と
し
て
草
木
を
と
り
あ
げ
て
、
具
体
的
に
検
討
し
て

い
き
た
い
。

1
　
西
浦
に
お
け
る
念
仏
踊

イ
　
お
施
餓
鬼
踊

　
寺
施
餓
鬼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
西
浦
で
は
、
ま
ず
八
月
八
日
に
お
施
餓
鬼
踊
が
行
わ
れ
る
。

　
踊
り
に
先
立
っ
て
同
日
午
後
↓
時
か
ら
中
組
桂
山
に
あ
る
曹
洞
宗
の
寺
院
永
泉

寺
で
寺
施
餓
鬼
の
法
要
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
は
一
般
の
曹
洞
宗
寺
院
で
行
わ
れ
る
施

餓
鬼
法
要
の
形
式
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
、
当
地
特
有
の
も
の
は
と
く
に
見
ら
れ
な
い
。

　
寺
の
本
堂
に
は
施
餓
鬼
棚
が
設
け
ら
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
供
物
が
供
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
向
か
っ
て
僧
侶
が
法
要
を
営
む
。
そ
し
て
、
読
経
の
な
か
、
ム
ラ
の
人
た
ち

が
次

々
と
焼
香
を
行
う
。

写真3　施餓鬼棚
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導
師
の
言
葉
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

主

と
し
て
先
祖
供
養
と
し
て
の
性
格
を

　
水
窪
で
は
、
近
世
に
入
っ
て
も
、
開
郷
領
主
で
あ
る
オ
ヤ
カ
タ
の
支
配
が
根
強
く

残
っ
た
。
西
浦
で
は
、
池
島
の
守
屋
家
、
中
村
の
伊
藤
家
、
大
栗
平
の
伊
藤
家
な
ど

が
、
オ
ヤ
カ
タ
屋
敷
と
し
て
知
ら
れ
る
。
し
か
し
一
方
、
大
名
の
領
国
支
配
の
確
立

と
と
も
に
、
貢
納
な
ど
の
必
要
か
ら
、
近
世
村
も
、
そ
の
な
か
に
オ
ヤ
カ
タ
支
配
を

温
存
し
な
が
ら
一
応
の
成
立
を
み
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
西
浦
に
お
い
て
慶
長
四
年
（
一
五
九
九
）
に
永
泉
寺
が
村
中
の
発
意
に
よ
り
創
建

　
　
　
　
（
2
5
）

さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
事
実
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
寺
院
は
、
江
戸
幕
府
の
宗
門
人
別
帳
体
制
の
成
立
と
と
も
に
檀
那
寺
と

し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
と
思
わ
れ
る
。
寺
施
餓
鬼
と
と
も
に
、
同
日
の
お
施
餓
鬼

踊
も
寺
で
行
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
寺
側
が
施
餓
鬼
行
事
を
村
共
同
の
先
祖
供
養
と
し

て

組
織
し
た
結
果
と
思
わ
れ
る
。

　
施
餓
鬼
法
要
の
あ
と
、
区
長
と
各
組
の
代
表
者
に
よ
り
、
そ
の
夜
の
お
施
餓
鬼
踊

を
行
う
か
ど
う
か
が
話
し
合
わ
れ
る
。
新
盆
の
家
が
な
く
て
も
、
例
年
お
施
餓
鬼
踊

は
行
う
の
が
慣
例
で
あ
る
が
、
燈
篭
の
火
が
消
え
る
の
を
い
や
が
る
た
め
、
荒
天
の

と
き
は
行
わ
れ
な
い
。

　
堂
庭

に
お
け
る
お
施
餓
鬼
踊

　
西

浦
は
、
上
組
、
中
組
、
下
組
の
三
組
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
お
施
餓
鬼
踊
は
永

泉
寺
に
お
い
て
三
組
合
同
で
行
わ
れ
る
。

　

そ
れ
に
先
立
ち
、
夜
七
時
頃
、
下
組
の
人
た
ち
は
下
村
の
阿
弥
陀
堂
の
堂
庭
に
集

ま
り
、
踊
り
の
道
具
を
出
し
、
阿
弥
陀
様
の
燈
明
か
ら
火
を
頂
き
、
阿
弥
陀
燈
篭
に

火

を
と
も
す
。
そ
れ
を
ノ
ゾ
キ
、
あ
る
い
は
形
態
か
ら
カ
マ
キ
リ
と
呼
ば
れ
る
悼
に

吊
る
し
、
別
当
（
現
在
は
別
当
の
子
息
）
が
捧
持
し
て
堂
庭
に
立
て
る
。
そ
の
前
に

双
盤

と
呼
ば
れ
る
木
枠
に
取
り
付
け
た
大
き
な
鉦
を
据
え
る
。
こ
の
双
盤
で
拍
子
を

と
り
、
笛
を
吹
い
て
踊
る
。
念
仏
踊
は
す
べ
て
左
廻
り
に
輪
を
描
い
て
踊
る
。
太
鼓

は
抱
え
て
持
ち
、
練
り
な
が
ら
打
つ
。

　
下
組
の

お
施
餓
鬼
踊
の
順
序
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

写真4　阿弥陀燈篭は別当（の子息）が捧持し、音唱人の音頭出しで大念仏を唱える
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一

、
十
六
拍
子

二
、
八
ツ
拍
子

三
、
三
ツ
拍
子

四
、
仏
切
ぶ
っ
き
り

五
、
ニ
ツ
打

六
、
六
字
念
仏

七
、
十
六
拍
子

八
、
八
ツ
拍
子

九
、
大
念
仏

　

こ
の
う
ち
、
十
六
拍
子
、
八
ツ
拍
子
、
三
ツ
拍
子
な
ど
は
、
そ
れ
ぞ
れ
踊
り
な
が

ら
庭
を
練
る
と
き
の
拍
子
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
踊
り
手
の
足
運
び
も
異
な
る
。

　
六
字
念
仏
は
和
讃
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
こ
の
と
き
は
踊
り

を
止
め
て
、
音
唱
人
の
音
頭
出
し
で
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を
復
唱
し
て
か
ら
和
讃
を
唱

え
る
。

　
ふ

た
た
び
南
無
阿
弥
陀
仏
を
復
唱
し
て
か
ら
、
「
弥
陀
観
世
　
せ
い
さ
い
せ
く
ろ

く
大
津
の
大
師
の
お
う
お
ん
じ
よ
」
と
唱
え
る
。
「
阿
弥
陀
　
願
以
此
功
徳
　
平
等

施
一
切
　
同
発
菩
提
心
　
往
生
安
楽
国
」
と
い
う
普
回
向
の
文
言
が
転
説
し
た
も
の

で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
あ
と
十
六
拍
子
、
八
ツ
拍
子
で
練
り
、
「
拍
子
拍
子
を
そ
ろ
え
て
」
と
い
う

歌
い
だ
し
で
大
念
仏
に
な
る
。
一
同
が
踊
る
な
か
、
音
唱
人
は
神
名
帳
の
神
名
を

次
々
と
読
み
上
げ
、
一
同
が
そ
れ
に
付
け
て
南
無
阿
弥
陀
仏
と
唱
和
す
る
。
大
念
仏

は

三

回
繰
り
返
す
の
が
基
本
と
な
っ
て
い
る
。

　

な
お
下
組
の
踊
り
場
と
し
て
は
、
下
村
の
阿
弥
陀
堂
の
他
に
大
栗
平
の
大
師
堂
が

あ
り
、
そ
の
年
に
よ
り
、
い
ず
れ
か
が
使
わ
れ
る
。

同
じ
頃
、
上
組
（
池
島
）
は
愛
宕
様
と
呼
ば
れ
る
愛
宕
地
蔵
を
祀
っ
た
地
区
会
館

の
前
庭
で
、
中
組
は
永
泉
寺
の
踊
り
庭
で
、
大
念
仏
を
一
踊
り
す
る
。

　
例
え
ば
上
組
の
お
施
餓
鬼
踊
の
順
序
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

一

、
十
六
拍
子

二
、
八
つ
ね
り

三
、
大
念
仏

　
永
泉
寺
に
お
け
る
お
施
餓
鬼
踊

　
一
踊
り
が
す
む
と
下
組
の
人
た
ち
は
車
に
乗
り
込
ん
で
永
泉
寺
に
向
か
う
。
か
つ

て

は
若
者
た
ち
が
、
重
い
双
盤
な
ど
を
担
い
で
、
道
中
練
り
な
が
ら
歩
い
て
寺
に
向

か

っ

た
の
で
あ
る
。

　
途
中
、
さ
ま
ざ
ま
な
神
仏
を
阿
弥
陀
燈
篭
を
傾
け
て
拝
礼
し
な
が
ら
進
む
。

　
阿
弥
陀
堂
か
ら
少
し
下
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
番
匠
屋
敷
は
、
む
か
し
七
人
の
大
工

が
生

き
埋
め
に
な
っ
た
と
こ
ろ
と
い
う
。
こ
う
し
た
非
正
常
な
死
に
方
を
し
た
死
霊

は
崇
り
や
す
い
と
し
て
恐
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
大
茂
山
は
天
狗
天
白
が
鎮
座

す
る
と
こ
ろ
と
い
う
。
神
と
い
っ
て
も
、
こ
う
し
た
御
霊
や
山
の
精
霊
な
ど
が
、
重

要
な
拝
礼
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以

下
、
比
叡
山
神
社
、
白
山
神
社
、
観
音
堂
な
ど
が
拝
礼
さ
れ
る
。

　
上
組
の
人

た
ち
も
、
途
中
定
め
ら
れ
た
神
仏
を
拝
礼
し
な
が
ら
寺
に
向
か
う
。

　
両
者

は
永
泉
寺
で
合
流
し
て
、
中
組
の
人
た
ち
が
出
迎
え
る
な
か
、
下
組
の
阿
弥

陀
燈
篭

を
先
に
、
つ
づ
い
て
上
組
の
愛
宕
燈
篭
、
そ
れ
か
ら
下
組
の
双
盤
、
上
組
の

双
盤

と
い
う
よ
う
な
順
で
寺
に
入
る
。
そ
し
て
、
踊
り
庭
の
下
の
道
を
通
っ
て
、
寺

の
鎮
守
で
あ
る
白
山
権
現
に
拝
礼
し
て
か
ら
庭
に
練
り
こ
む
。
燈
篭
だ
け
は
、
さ
ら

に
本
堂
の
前
に
す
す
み
拝
礼
を
行
な
っ
て
か
ら
、
ふ
た
た
び
踊
り
庭
に
戻
る
。

「初
踊
り
」
は
、
下
組
の
音
唱
人
が
神
名
帳
を
唱
え
、
一
同
で
大
念
仏
を
踊
る
。

踊
り
の
輪
の
中
央
に
は
、
三
組
の
燈
篭
が
立
ち
並
び
、
そ
の
前
に
そ
れ
ぞ
れ
の
双
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写真5　太鼓を打ちながら大念仏を踊る

盤
が
並

ぶ
。
下
組
の
阿
弥
陀
燈
篭
は
前
述
の
と
お
り
ノ
ゾ
キ
に
吊
る
さ
れ
、
上
組
の

愛
宕
燈
篭
、
中
組
の
燈
篭
は
、
番
傘
の
縁
に
慢
幕
を
垂
ら
し
た
「
笠
」
を
付
け
た
笠

鉾
に
吊
る
さ
れ
て
い
る
。

　
休
憩

時
間
を
は
さ
ん
で
、
「
中
踊
り
」
で
は
、
上
組
の
音
唱
人
が
神
名
帳
を
唱
え

大
念
仏
を
踊
る
。
こ
の
と
き
は
燈
篭
は
本
堂
内
の
天
井
に
吊
る
さ
れ
る
。

　
休
憩
時
間
に
は
、
手
踊
り
が
踊
ら
れ
る
。
手
踊
り
に
は
「
セ
シ
ョ
ウ
」
、
「
ノ
ー
サ
」

な
ど
が
あ
る
が
、
二
〇
〇
七
年
年
に
は
、
セ
シ
ョ
ウ
の
み
が
踊
ら
れ
た
。

　
「
後
の
踊
り
」
で
は
、
中
組
の
音
頭
出
し
で
大
念
仏
を
踊
る
。
こ
の
と
き
、
ふ
た

た
び
燈
篭
が
踊
り
庭
に
出
さ
れ
る
。
踊
り
の
最
後
に
な
る
と
、
上
組
、
下
組
の
人
た

ち
は
踊
り
庭
を
出
て
、
中
組
の
人
た
ち
が
本
堂
前
で
燈
篭
を
掲
げ
双
盤
を
叩
い
て
見

送

る
な
か
帰
路
に
つ
く
。
帰
途
神
仏
を
拝
礼
す
る
こ
と
は
往
路
と
同
様
で
あ
る
。

　
下
組
の
人

た
ち
は
阿
弥
陀
堂
に
帰
り
着
く
と
、
燈
篭
の
火
を
お
返
し
し
て
、
別
当

写真6　各組の燈篭と双盤
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が
無
事
念
仏
踊
を
終
了
し
た
旨
、
仏
前
に
報
告
し
、
一
同
が
「
光
明
遍
照
　
十
方
世

界
　
念
仏
衆
生
　
摂
取
不
捨
」
の
四
句
偶
と
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
三
回
繰
り
返

し
て
唱
え
、
こ
の
日
の
行
事
を
終
わ
る
。

　
上
組
の
人
た
ち
は
愛
宕
様
に
帰
り
着
い
て
解
散
す
る
。

　
以
上

の

よ
う
に
、
お
施
餓
鬼
踊
は
大
念
仏
を
繰
り
返
し
唱
え
る
こ
と
が
基
本
と

な
っ
て
い
る
。
大
念
仏
と
は
、
水
窪
で
は
神
名
帳
に
記
さ
れ
た
神
仏
名
を
読
み
上
げ

て
、
念
仏
を
さ
し
あ
げ
る
こ
と
を
う
た
う
も
の
で
あ
る
。
神
名
帳
の
内
容
は
上
中
下

の
各
組
で
異
同
が
あ
る
が
、
お
お
む
ね
西
浦
と
そ
の
近
隣
の
神
仏
が
あ
げ
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
大
念
仏
の
神
名
帳
は
、
霜
月
祭
の
そ
れ
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
こ
と
は
他
に
例
が
な
く
、
水
窪
の
念
仏
踊
の
い
ち
ぢ
る
し
い
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。

　
西
浦
の
お
施
餓
鬼
踊
は
、
そ
の
他
の
念
仏
踊
が
各
組
ご
と
に
行
わ
れ
る
の
に
た
い

し
三
組
合
同
で
行
わ
れ
、
念
仏
踊
の
な
か
で
も
、
も
っ
と
も
盛
大
な
行
事
と
な
っ
て

い
る
。口

　
新
盆
踊

　
御
詠
歌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
八
月
一
四
日
に
は
、
各
組
ご
と
に
新
盆
踊
が
行
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
新
盆

の

家
が
あ
る
と
き
に
限
ら
れ
る
。
以
下
、
上
組
（
池
島
）
の
事
例
を
中
心
に
み
て
い

こ
う
。

　
念
仏
踊
に
先
立
ち
、
夕
刻
か
ら
新
盆
の
家
に
集
落
の
人
た
ち
が
集
ま
り
、
新
霊
を

祀
っ
た
盆
棚
の
前
で
御
詠
歌
を
唱
え
る
。
こ
れ
は
「
西
国
三
十
三
所
観
音
霊
場
御
詠

歌
」
で
あ
る
が
、
唱
え
る
節
に
同
地
独
特
の
も
の
が
あ
る
と
い
う
。
音
唱
人
が
上
の

句
を
唱
え
、
一
同
が
下
の
句
を
付
け
て
う
た
う
。

　
最
後
に
「
身
は
こ
こ
に
、
心
は
信
濃
の
善
光
寺
、
み
ち
び
き
た
ま
へ
、
弥
陀
の
浄

土

へ
」
と
、
善
光
寺
和
讃
の
一
節
を
三
遍
唱
え
る
。

　
新
盆
踊
の
構
成

　
御
詠
歌
が
終
わ
る
と
一
同
は
愛
宕
様
に
行
き
、
前
庭
で
新
盆
踊
を
行
う
。

　
各
組
と
も
、
か
つ
て
は
新
盆
の
家
を
回
っ
て
念
仏
踊
を
行
な
っ
た
が
、
今
日
で
は

寺
や
堂
な
ど
の
前
で
寄
せ
踊
り
を
行
な
っ
て
い
る
。

写真7　新盆の家で音唱人の音頭出しにより御詠歌を唱える
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新
盆
踊
の
構
成
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

〔
一
踊
り
目
〕

（
1
）
大
念
仏

　
・
十
六
拍
子

　
・
八
つ
ね
り

　
・
大
念
仏

　
・
十
六
拍
子

　
・
二
つ
ね
り

　
・
じ
ゃ
ん
じ
ゃ
ん

（
2
）
和
讃

　
・
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
三
回
唱
え
る

①
五
方
念
仏

②
六
時
念
仏

③
野
辺
の

送
り
念
仏

　
・
「
み
だ
か
ん
ぜ
ど
く
く
う
ど
く
め
う
ど
く

ん

　
せ
い

さ
い
じ
」
と
唱
え
る

（
3
）
踊
り
念
仏

①
庭

ほ
め
踊
り

②
屋
形
ほ
め
踊
り

③
こ
し
ょ
う
踊
り

〔二
踊
り
目
（
中
踊
り
）
〕

（
1
）
ね
り

　
・
十
六
拍
子

　
・
二
つ
ね
り

　
・
じ
ゃ
ん
じ
ゃ
ん

（
2
）
和
讃

お
お
つ
も
大
し
あ
ん
ら
く
た
い
め

　
・
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
三
回
唱
え
る

　
①
酒
ほ
め
念
仏

　
②
長
者
和
讃
念
仏

　
③
奏
の
河
原
念
仏

　
・
「
み
だ
か
ん
ぜ
ど
く
…
」
以
下
を
唱
え
る

（
3
）
踊
り
念
仏

　
①
盛
り
の
踊
り

　
②
ひ
じ
り
の
踊
り

　
③
嫁
ほ
め
踊
り

　
④
西
国
踊
り

〔三
踊
り
目
（
終
い
踊
り
）
〕

（
1
）
ね
り

　
・
と
び
入
り

　
・
三
つ
ね
り

　
・
ほ
か
じ
ゃ
ん
じ
ゃ
ん

（
2
）
踊
り
念
仏

　
①
お
い
と
ま
踊
り

　
②
か
や
し
の
踊
り

　
・
十
六
拍
子

　
施
餓
鬼
踊
が
も
っ
ぱ
ら
大
念
仏
を
踊
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
た
い
し
、
新
盆
踊
は

和
讃
と
踊
り
念
仏
が
中
心
で
あ
る
。
以
下
、
各
踊
り
ご
と
に
み
て
い
こ
う
。

　
一
踊
り
目

　
（
1
）
大
念
仏
を
一
回
だ
け
行
う
。
音
唱
人
が
神
名
帳
を
唱
え
、
一
同
は
庭
を
踊

り
な
が
ら
周
る
。
「
十
六
拍
子
」
「
八
つ
ね
り
」
「
二
つ
ね
り
」
「
じ
ゃ
ん
じ
ゃ
ん
」
は
、

そ
れ
ぞ
れ
踊
り
な
が
ら
庭
を
練
る
と
き
の
拍
子
で
あ
る
。

271



国立歴史民俗博物館研究報告

　　第142集2008年3月

　
そ

の
後
、
踊
り
を
止
め
て
一
同
は
音
唱
人
の
ま
わ
り
に
集
ま
り
和
讃
を
唱
え
る
。

　
（
2
）
和
讃
は
、
上
の
句
を
音
唱
人
が
唱
え
、
一
同
が
下
の
句
を
付
け
て
い
く
。

　
西
浦
各
組
の
新
盆
踊
り
の
構
成
に
は
多
少
の
異
同
が
あ
る
が
、
一
踊
り
目
の
和
讃

で

「
五
方
念
仏
」
「
六
時
念
仏
」
を
唱
え
る
点
は
共
通
し
て
い
る
。

　
①

「
五
方
念
仏
」
は
、
池
島
の
詞
章
で
は
、
踊
り
場
の
五
方
に
五
仏
を
配
し
て
守

護
と
す
る
と
い
う
内
容
を
も
つ
。
こ
れ
は
霜
月
祭
の
五
方
立
の
行
法
と
同
様
の
内
容

で
あ
り
、
修
験
道
の
結
界
作
法
に
由
来
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
②

「六
時
念
仏
」
は
、
善
光
寺
信
仰
に
由
来
す
る
も
の
と
い
わ
れ
る
。
六
時
念
仏

は
、
水
窪
の
念
仏
踊
で
も
っ
と
も
重
視
さ
れ
る
和
讃
で
あ
り
、
同
地
の
念
仏
踊
に
善

光
寺
信
仰
が
強
い
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　
③

「
野
辺
の

送
り
念
仏
」
は
、
文
字
ど
お
り
故
人
の
葬
送
の
さ
ま
を
う
た
う
も
の

で
あ
る
。

　
「
み
だ
か
ん
ぜ
ど
く
く
う
ど
く
」
以
下
は
、
前
述
の
下
組
の
例
と
同
様
に
普
回
向

の

文
言
が
転
誰
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
「
せ
い
さ
い
じ
」
は
、
念
仏
踊
の
元
締

と
さ
れ
た
京
都
の
誓
願
寺
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
（
3
）
踊
り
念
仏
は
、
詞
章
を
唱
え
て
い
る
と
き
は
足
を
止
め
て
体
を
小
刻
み
に

動
か
し
、
詞
章
を
一
区
切
り
唱
え
終
わ
る
と
練
り
な
が
ら
踊
る
。

　
一
踊
目
の
踊
り
念
仏
は
、
基
本
的
に
庭
入
り
に
と
も
な
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
は
、
念
仏
踊
が
新
盆
の
家
を
回
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
①
「
庭
ほ
め
踊
り
」
は
、
踊
り
場
と
な
る
、
そ
の
家
の
庭
を
ほ
め
た
た
え
る
内
容
、

②

「
屋
形

（館
）
ほ
め
踊
り
」
は
、
そ
の
家
の
館
を
ほ
め
た
た
え
る
内
容
を
も
っ
て

い
る
。

　
踊
り
念
仏
は
和
讃
が
踊
り
へ
と
変
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
後
述
の
草
木
の

例
で
、
和
讃
の
と
き
詞
章
を
一
区
切
り
唱
え
る
ご
と
に
踊
る
の
は
、
西
浦
の
踊
り
念

仏

と
同
様
で
あ
る
。
ま
た
同
地
で
は
西
浦
で
踊
り
念
仏
と
さ
れ
る
「
庭
ほ
め
」
「
寺

ほ
め
」
（
西
浦
中
組
の
踊
り
念
仏
に
あ
る
）
な
ど
が
和
讃
と
さ
れ
る
の
も
、
こ
う
し

た

推
論
を
う
ら
づ
け
て
い
よ
う
。

写真8　音唱人の音頭出しにより和讃を唱える

　
二
踊
り
目
（
中
踊
り
）

　
（
2
）
和
讃
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
死
者
へ
の
供
養
が
中
心
と
な
る
。

　
①
「
酒
ほ
め
念
仏
」
は
、
か
つ
て
各
家
で
酒
を
ふ
る
ま
わ
れ
た
と
き
の
返
礼
の
和

讃
と
考
え
ら
れ
る
。
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以

下
、
死
者
の
年
齢
や
性
別
に
応
じ
た
念
仏
が
唱
え
ら
れ
る
。

　
②

「
長
者
和
讃
念
仏
」
は
成
人
の
死
者
を
弔
う
和
讃
、
③
「
費
の
河
原
念
仏
」
は
、

成
人
前
に
亡
く
な
っ
た
子
供
を
弔
う
和
讃
で
あ
る
。
そ
の
他
、
か
つ
て
は
「
血
の
池

和
讃
念
仏
」
と
い
う
、
お
産
で
亡
く
な
っ
た
女
性
を
弔
う
和
讃
も
唱
え
ら
れ
た
。

　
（
3
）
踊
り
念
仏
は
、
二
踊
り
目
で
一
定
の
芸
能
性
を
帯
び
て
く
る

　
例
え
ば
、
①
「
盛
り
の
踊
り
」
は
男
女
の
盛
り
を
う
た
う
も
の
、
③
「
嫁
ほ
め
踊

り
」
は
文
字
ど
お
り
、
そ
の
家
の
嫁
を
ほ
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
三
踊
り
目
（
終
い
踊
り
）

　
和
讃
が
な
く
、
（
2
）
踊
り
念
仏
の
み
が
行
わ
れ
る
。

　
①
「
お
い
と
ま
踊
り
」
、
②
「
か
や
し
の
踊
り
」
は
、
名
称
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

念
仏
踊
で
供
養
し
た
新
霊
に
別
れ
を
告
げ
、
ひ
と
ま
ず
踊
り
場
か
ら
お
返
し
す
る
踊

り
と
考
え
ら
れ
る
。

　

八
　
盆
の
中
日
の
踊
り

　
八
月
一
五
日
に
は
、
地
区
会
館
の
中
に
祀
ら
れ
て
い
る
愛
宕
様
に
燈
明
を
上
げ
経

文
を
唱
え
て
か
ら
、
堂
庭
で
大
念
仏
を
二
踊
り
す
る
。

　
今
日
で
は
、
盆
の
中
日
の
踊
り
は
上
組
の
み
で
あ
る
が
、
か
つ
て
は
下
組
で
も
和

讃
の
「
世
の
中
踊
り
」
と
「
大
念
仏
」
を
踊
っ
た
。
こ
れ
は
、
赤
痢
な
ど
が
流
行
ら

ぬ

よ
う
に
、
病
気
が
治
る
よ
う
に
、
と
祈
願
す
る
も
の
で
、
若
者
に
と
っ
て
の
娯
楽

で
も
あ
っ
た
と
い
う
。

　
有
本
や
草
木
の
事
例
で
は
、
八
月
一
四
日
の
松
明
を
「
迎
え
ダ
イ
」
、
一
五
日
の

松
明
を
「
遊
び
ダ
イ
」
、
一
六
日
の
松
明
を
「
送
り
ダ
イ
」
と
呼
ん
だ
。
中
日
の
松

明
を
「
遊
び
ダ
イ
」
と
呼
ぶ
こ
と
か
ら
推
論
す
れ
ば
、
上
記
の
中
日
の
踊
り
は
、
盆

に
帰
っ
て
き
た
精
霊
た
ち
の
魂
遊
ば
せ
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

二
　
送
り
盆

　
送
り
盆
の
念
仏
踊
も
愛
宕
様
で
行
わ
れ
る
。

　
夕
刻
に
新
盆
の
家
の
盆
棚
に
置
か
れ
た
燈
篭
を
表
に
出
し
、

く
。

愛
宕
様
に
持
っ
て
行

生

活
会
館
内
に
ム
ラ
の
人
た
ち
が
集
ま
り
、
音
唱
人
の
音
頭
出
し
で
御
詠
歌
を
唱

写真9　愛宕燈篭（右）が新霊の燈篭佐）とともに踊り庭に出される
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え
る
。
唱
え
る
内
容
は
新
盆
踊
り
の
と
き
と
同
様
で
あ
る
。

　
そ
れ
が
終
わ
る
と
新
盆
踊
の
と
き
踊
り
場
に
出
さ
れ
な
か
っ
た
愛
宕
燈
篭
が
、
笠

を
付
け
ら
れ
た
竿
の
先
に
吊
る
さ
れ
、
新
盆
の
精
霊
の
燈
篭
と
と
も
に
踊
り
場
の
中

心

に
立
て
ら
れ
、
そ
れ
を
中
心
に
念
仏
踊
が
踊
ら
れ
る
。

　
送
り
盆
の
念
仏
踊
の
構
成
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

・

十
六
拍
子

・

八
つ
ね
り

・

大
念
仏
を
二
踊
り

・

三

踊
り
目
の
大
念
仏
で
川
に
送
っ
て
い
く

　
ニ
　
ウ
ラ
ボ
ン

　
八
月
二
四
日
に
下
組
で
は
、
阿
弥
陀
堂
に
お
い
て
ウ
ラ
ボ
ン
の
行
事
が
行
わ
れ
る
。

　
午
後
一
時
か
ら
阿
弥
陀
堂
で
永
泉
寺
の
和
尚
を
招
き
施
餓
鬼
が
実
修
さ
れ
る
。
ム

ラ
の
人
は
別
当
を
中
心
に
こ
の
法
要
に
加
わ
る
。
祭
式
は
寺
施
餓
鬼
と
基
本
的
に
同

様
で

あ
る
。
堂
内
の
仏
像
も
開
帳
さ
れ
、
か
つ
て
は
上
組
、
中
組
か
ら
も
参
拝
者
が

あ
っ
た
と
い
う
。
夜
は
堂
庭
で
大
念
仏
を
三
踊
り
す
る
。

　
阿
弥
陀
堂
は
念
仏
の
元
締
め
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
永
泉
寺
が
檀
那
寺
と
し
て
の

地
位
を
確
立
し
た
後
も
、
そ
の
独
自
の
信
仰
は
容
易
に
寺
に
吸
収
す
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
阿
弥
陀
堂
が
寺
施
餓
鬼
と
は
独
自
に
ウ
ラ
ボ
ン
と
称
す

る
施
餓
鬼
行
事
を
実
修
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
表
れ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
送

り
盆
の
行
列
が
河
原
の
送
り
場
に
着
く
と
、
新
盆
燈
篭
に
火
が
つ
け
ら
れ
燃
や

さ
れ
る
。
か
つ
て
は
川
に
流
し
た
が
、
下
流
の
集
落
で
い
や
が
ら
れ
る
の
で
燃
や
す

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

　
こ
の
と
き
次
の
よ
う
に
唱
え
る
。

大
禰
宜
小
禰
宜
の
精
霊
達
　
今
宵
今
夜
の
精
霊
達
　
大
念
仏
で
送
り
ま
す

受
け
取
り
は
ず
し
の
な
い
よ
う
に
大
念
仏
で
送
り
ま
す

ま
た
も
お
い
で
よ
う
ら
ぼ
ん
に

　
上
組
の
送
り
盆
の
念
仏
踊
で
は
、

念
仏
が
行
わ

れ
る
こ
と
は
な
い
。

も
っ
ぱ
ら
大
念
仏
が
唱
え
ら
れ
、
和
讃
や
踊
り

　
新
盆
踊
・
送
り
盆
の
構
成
は
他
の
中
組
、
下
組
で
も
大
き
な
異
同
は
な
い
。
た
だ

し
、
下
組
で
は
送
り
盆
に
、
お
施
餓
鬼
踊
に
お
け
る
堂
庭
の
踊
り
と
同
様
に
六
字
念

仏
が
唱
え
ら
れ
る
点
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

　
以
上
の

よ
う
に
西
浦
の
念
仏
踊
の
形
態
は
、
大
念
仏
を
繰
り
返
し
踊
る
こ
と
を
基

本

と
す
る
「
お
施
餓
鬼
踊
」
・
「
送
り
盆
」
と
、
主
と
し
て
和
讃
と
踊
り
念
仏
を
行
う

「
新
盆

踊
」
に
二
分
さ
れ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
両
者
の
性
格
の
違
い
を
示
唆
し

て

い

る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
以
下
で
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
に

し
た
い
。

2
　
草
木
に
お
け
る
念
仏
踊

　
イ
　
お
施
餓
鬼
踊

　
草
木
に
お
け
る
念
仏
踊
は
現
在
で
は
行
わ
れ
て
い
な
い
が
、
聞
き
取
り
等
に
よ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

そ
の
姿
を
追
っ
て
い
き
た
い
。

　
草
木
の
盆
行
事
は
、
八
月
六
日
に
西
浦
と
同
様
に
ム
ラ
の
檀
那
寺
で
あ
る
永
沢
寺

で
行
わ
れ
る
お
施
餓
鬼
踊
か
ら
始
ま
る
。

　
草
木
の
三
つ
の
小
字
の
若
連
中
は
、
各
字
ご
と
の
お
堂
、
す
な
わ
ち
下
草
木
は
観

　
　
き
っ
た
じ
ま
　
　
　
　
　
　
と
お
き
さ
わ

音
堂
、
北
島
は
愛
宕
堂
、
遠
木
沢
は
勢
至
堂
に
集
ま
り
一
踊
り
し
た
後
、
道
中
練
り

な
が
ら
永
沢
寺
に
至
り
、
下
草
木
の
阿
弥
陀
燈
篭
を
先
頭
に
寺
に
練
り
こ
む
。
こ
の

阿
弥
陀
燈
篭
は
、
唐
笠
の
縁
に
赤
い
慢
幕
を
張
っ
た
「
笠
」
を
付
け
た
樟
の
先
に
吊
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る
さ
れ
捧
持
さ
れ
る
。

　
「
三
つ
拍
子
」
、
「
十
六
拍
子
」
で
踊
っ
て
か
ら
、
和
讃
と
な
る
。
「
庭
ほ
め
」
、
「
寺

念
仏
」
、
「
世
の
中
踊
」
、
「
四
節
踊
」
を
う
た
う
。
和
讃
を
う
た
う
と
き
は
立
っ
た
ま

ま
で
踊
ら
ず
、
和
讃
を
一
区
切
り
う
た
っ
て
は
踊
る
。

　

次

に
「
神
名
帳
」
を
読
請
し
な
が
ら
踊
る
。
こ
れ
を
「
雨
乞
い
拍
子
」
と
呼
ぶ
。

こ
の
拍
子
は
十
六
拍
子
と
同
じ
で
あ
る
。

　
「
雨
乞
い
拍
子
」
で
は
、
音
頭
出
し
が
神
名
を
唱
え
る
と
、
他
の
一
同
は
そ
れ
に

付
け
て
「
ナ
ム
ア
ミ
ダ
イ
ハ
イ
ボ
ウ
」
と
唱
和
し
た
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
章
句

の
由
来
は
は
っ
き
り
し
な
い
。

　
雨
乞
い
拍
子
を
三
回
繰
り
返
し
て
、
お
施
餓
鬼
踊
り
を
終
わ
る
。

　

ま
た
、
日
照
り
の
年
の
念
仏
踊
の
と
き
、
神
名
帳
を
読
む
前
に
雨
乞
い
拍
子
で

「
雨
を
し
ょ
ん
ぼ
り
た
ー
の
む
ぞ
、
雨
を
降
ら
せ
て
た
ー
の
む
ぞ
」
と
唱
え
た
と
い
う
。

　
草
木

に
は
、
か
つ
て
雨
乞
い
踊
を
行
な
っ
た
と
い
う
伝
承
が
あ
り
、
そ
の
と
き
に

は
神
名
帳
が
読
ま
れ
、
雨
乞
い
拍
子
で
踊
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
雨
乞
い
拍
子
の
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

も
、
こ
れ
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　
実
際
、
有
本
で
は
、
昭
和
一
六
年
（
一
九
四
一
）
頃
雨
乞
い
踊
を
踊
っ
た
と
い
う
。

雨

乞
い
踊
は
、
堂
庭
で
禰
宜
が
神
名
帳
を
唱
え
、
太
鼓
踊
を
踊
る
。
同
地
で
は
、
雨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

乞
い
は
浅
間
様
に
お
願
い
す
る
も
の
だ
と
さ
れ
た
。

　
草
木
で
は
西
浦
と
違
っ
て
お
施
餓
鬼
踊
で
和
讃
が
う
た
わ
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
「
庭

ほ
め
」
、
「
寺
念
仏
」
は
庭
入
り
に
と
も
な
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
世
の
中
踊
」

は
豊
穣
予
祝
を
、
「
四
節
踊
」
は
男
女
の
盛
り
を
う
た
う
世
俗
的
な
内
容
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
た
い
し
て
神
名
帳
を
読
む
「
雨
乞
い
拍
子
」
は
西
浦
の
大
念
仏
に
当
た
る

も
の
で
、
そ
れ
が
反
復
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
も
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
考
え
ら

れ
る
。ロ

　
迎
え
盆
・
新
盆
踊

迎
え
盆
は
、
小
字
ご
と
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
お
堂
に
集
ま
り
、
堂
庭
で
踊
る
。

　
構
成
は
お
施
餓
鬼
踊
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
「
寺
念
仏
」
が
「
堂
ほ
め
」
に
代

わ
り
、
「
六
字
念
仏
」
が
唱
え
ら
れ
る
。
「
六
字
念
仏
」
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
六
字

の

こ
と
で
、
一
切
の
供
養
の
念
仏
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
「
雨
乞
い
拍
子
」
で
は
、
お

施
餓
鬼
踊
と
同
じ
く
神
名
帳
が
読
ま
れ
る
。

　
二
十
年
く
ら
い
前
ま
で
は
、
そ
の
後
、
新
盆
の
家
に
行
っ
て
、
新
盆
踊
を
踊
っ
た

と
い
う
。

　
「
三
つ
拍
子
」
、
「
十
六
拍
子
」
で
踊
っ
て
か
ら
、
「
庭
ほ
め
」
の
和
讃
を
う
た
う
。

そ

の
後
、
酒
肴
の
接
待
が
あ
り
、
御
礼
の
「
さ
け
ね
ん
ぶ
つ
」
が
踊
ら
れ
た
。

　
そ
の
後
、
死
者
供
養
の
「
念
仏
」
が
唱
え
ら
れ
る
。
「
奏
の
河
原
」
は
未
婚
者
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

子
供
の
供
養
、
「
六
字
念
仏
」
は
成
人
の
供
養
、
「
血
の
池
」
は
若
妻
・
産
婦
の
供
養

な
ど
、
死
者
の
年
齢
・
性
別
な
ど
に
応
じ
た
供
養
念
仏
が
行
わ
れ
た
。
念
仏
で
は
踊

ら
な
遷

　
新
盆
踊
が
他
と
異
な
る
の
は
、
新
霊
供
養
の
「
念
仏
」
が
唱
え
ら
れ
る
点
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
「
念
仏
」
は
西
浦
で
は
和
讃
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
新
盆
踊
を
特
徴
づ

け
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
「
念
仏
（
死
者
供
養
の
和
讃
）
」
と
い
え
よ
う
。

　

ハ
　
送
り
盆

　
八
月
一
四
日
に
は
、
送
り
盆
の
念
仏
踊
が
、
小
字
ご
と
に
、
お
堂
で
踊
ら
れ
る
。

　
遠
木
沢
で
は
勢
至
堂
で
送
り
盆
の
念
仏
踊
が
行
わ
れ
る
。
構
成
は
迎
え
盆
と
ほ
ぼ

同
様
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

　
迎
え
盆
と
同
様
の
和
讃
を
唱
え
、
六
字
念
仏
を
唱
え
る
。
こ
の
六
字
念
仏
は
ム
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
誕
）

の
先
祖
達
の
供
養
と
さ
れ
る
。
雨
乞
い
拍
子
で
は
同
様
に
神
名
帳
を
唱
え
る
。

　
そ
の
後
、
送
り
に
出
発
す
る
。
そ
の
日
の
う
ち
に
北
島
の
境
ま
で
行
く
。
川
の
大

岩
の
下
に
水
流
が
渦
巻
い
て
い
る
淵
が
あ
り
、
ヨ
リ
マ
ラ
シ
ュ
ウ
と
呼
ば
れ
る
。
そ

こ
が
送
り
場
と
な
っ
て
い
る
。
鉦
や
太
鼓
で
は
や
し
て
、
精
霊
を
送
り
出
し
、
新
盆

の
家
の
燈
篭
を
焼
く
。
こ
の
と
き
太
鼓
の
擬
を
投
げ
捨
て
た
。
ま
た
禰
宜
が
呪
文
を
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唱
え
た
と
い
う
。

　
下
草
木
の
送
り
盆
で
は
、
観
音
堂
の
堂
庭
で
六
字
念
仏
を
唱
え
て
か
ら
送
り
に
出

発
す
る
。
送
り
場
で
同
様
に
鉦
や
太
鼓
で
は
や
し
て
送
る
。
こ
の
と
き
音
頭
出
し
が

印
を
結
び
、
「
四
天
ご
ん
、
入
天
ご
ん
、
十
二
天
ご
ん
、
大
天
ご
ん
、
小
天
ご
ん
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

と
唱
え
、
後
を
振
り
向
か
ず
に
帰
る
。

　
以
上
の

よ
う
に
、
草
木
に
お
い
て
は
、
各
踊
り
を
と
お
し
て
神
名
帳
を
読
諦
す
る

「
雨
乞

い
拍

子
」
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
草
木
の
念
仏
踊
の
神
名
帳
は
霜
月

祭
に
そ
れ
と
一
致
す
る
。
こ
の
こ
と
は
雨
乞
い
拍
子
の
性
格
を
考
え
る
う
え
で
非
常

に
重
要
で
あ
る
。
お
施
餓
鬼
踊
は
、
こ
の
雨
乞
い
拍
子
を
繰
り
返
す
こ
と
が
特
徴
と

な
っ
て
い
る
。

　
ま
た
迎
え
盆
と
送
り
盆
で
は
、
六
字
念
仏
が
唱
え
ら
れ
る
。
両
者
は
対
応
す
る
も

の

で
、
盆
に
迎
え
ら
れ
る
精
霊
の
供
養
に
か
か
わ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
に
た
い
し
新
盆
踊
は
「
念
仏
（
死
者
供
養
の
和
讃
）
」
に
特
徴
を
も
っ
て

い

る
と
い
え
よ
う
。

3

水
窪
の
念
仏
踊
の
和
讃
と
大
念
仏

　
以
上
の

よ
う
に
、
西
浦
、
草
木
を
代
表
例
と
し
て
、
水
窪
の
念
仏
踊
の
次
第
の
検

討
を
行
な
っ
て
き
た
が
、
以
下
で
は
念
仏
踊
の
な
か
で
唱
和
さ
れ
る
歌
謡
や
唱
え
ご

と
に
つ
い
て
、
そ
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

イ
　
和
讃

　
六
字
念
仏

　
水
窪
の
和
讃
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
も
の
と
し
て
「
六
字
念
仏
」
が
あ
る
。
こ
れ

は
善
光
寺
で
行
わ
れ
て
い
た
不
断
念
仏
で
あ
る
六
時
念
仏
に
由
来
す
る
も
の
と
い
わ

　
（
3
6
）

れ

る
。
た
だ
し
、
不
断
念
仏
と
し
て
の
六
時
念
仏
は
一
日
六
時
の
時
を
定
め
た
念
仏

で
あ
る
が
、
こ
の
「
六
時
念
仏
」
は
六
時
念
仏
と
い
う
名
前
の
和
讃
で
あ
る
。

　
六
時
念
仏
は
、
水
窪
の
念
仏
踊
で
は
、
も
っ
と
も
重
視
さ
れ
る
和
讃
で
あ
る
。
水

窪
に
は
、
死
者
の
霊
は
枕
飯
が
炊
け
る
あ
い
だ
に
善
光
寺
に
行
っ
て
く
る
と
い
う
伝

承
が
あ
り
、
同
地
の
念
仏
踊
に
善
光
寺
信
仰
が
強
い
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。

　

こ
の
六
字
念
仏
は
、
念
仏
踊
が
実
修
さ
れ
る
現
場
で
は
、
ど
の
よ
う
な
信
仰
の
性

格
を
お
び
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
西
浦
下
組
で
は
、
お
施
餓
鬼
踊
と
送
り
盆
で
と
も
に
六
字
念
仏
が
唱
え
ら
れ
る
。

草
木
で
は
、
迎
え
盆
と
送
り
盆
で
六
字
念
仏
が
唱
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
近
隣
の
大
野

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

で

も
、
迎
え
盆
と
送
り
盆
で
六
字
念
仏
が
唱
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
明
ら
か
に
対

応
す
る
も
の
だ
ろ
う
。

　
草
木
で
は
、
送
り
盆
の
六
字
念
仏
は
ム
ラ
の
先
祖
達
の
供
養
と
さ
れ
る
。
ま
た
、

草
木
の
太
夫
滝
沢
克
巳
氏
に
よ
れ
ば
、
六
字
念
仏
は
一
切
の
供
養
の
念
仏
で
あ
る

と
い
う
。

　

ま
た
有
本
で
は
、
一
五
日
の
念
仏
踊
は
新
盆
踊
と
違
い
、
す
べ
て
の
先
祖
様
の
供

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
銘
）

養
を
す
る
も
の
だ
と
い
わ
れ
、
そ
の
た
め
に
「
六
地
念
仏
」
を
唱
え
る
と
い
う
。

　
以
上
か

ら
六
字
念
仏
は
、
諸
霊
の
供
養
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
盆

に
迎
え
ら
れ
送
ら
れ
る
祖
霊
の
供
養
に
か
か
わ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
西
浦
下
組
の
阿
弥
陀
堂
の
別
当
澤
本
千
年
氏
に
よ
れ
ば
、
五
方
念
仏
は

庭
の

清

め
、
六
字
念
仏
は
堂
の
清
め
だ
と
い
う
。
下
組
で
は
阿
弥
陀
堂
の
諸
仏
へ
の

供
養
が
重
視
さ
れ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

　

ま
た
両
氏
と
も
、
「
六
字
」
と
は
南
無
阿
弥
陀
仏
の
六
字
で
あ
り
、
南
無
阿
弥
陀

仏

と
同
じ
こ
と
だ
と
述
べ
て
い
る
。
水
窪
の
念
仏
踊
で
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号

が

唱
え
ら
れ
る
こ
と
が
比
較
的
少
な
い
。
こ
れ
に
代
え
て
、
「
六
字
念
仏
」
が
同
地

で
基
本
的
な
念
仏
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

276



井上隆弘［三信遠における死霊祭儀］

　
そ
の
他
の
和
讃
と
新
盆
踊
の
性
格

　
六
字
念
仏
以
外
の
和
讃
は
、
お
お
む
ね
庭
入
り
に
と
も
な
う
も
の
と
、
新
霊
供
養

の

た
め
の
も
の
に
二
分
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
の
和
讃
は
、
西
浦
で
は
新
盆
踊
に
の
み

唱
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
草
木
で
は
全
体
を
と
お
し
て
唱
え
ら
れ
る
が
、
新
霊
供
養
の

和
讃
（
草
木
で
は
「
念
仏
」
）
は
新
盆
踊
に
限
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
新
盆
踊
は
新
霊
供
養
の
和
讃
に
特
徴
を
も
ち
、
そ
の
名
の
と
お
り

新
盆
供
養
の
念
仏
踊
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

ロ
　
大
念
仏
（
雨
乞
い
拍
子
）

　
水
窪
の
念
仏
踊
と
神
仏
へ
の
祈
願

　
水
窪
の
念
仏
踊
の
特
徴
と
し
て
、
「
大
念
仏
」
、
「
雨
乞
い
拍
子
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
、

神
名
帳
を
読
調
す
る
特
徴
的
な
念
仏
踊
の
存
在
が
あ
げ
ら
れ
る
。
西
浦
、
草
木
と
も
、

お
施
餓
鬼
踊
で
は
主
と
し
て
大
念
仏
あ
る
い
は
雨
乞
い
拍
子
が
唱
え
ら
れ
る
。
ま
た

草
木
で
は
全
体
を
と
お
し
て
雨
乞
い
拍
子
が
繰
り
返
し
唱
え
ら
れ
る
。
こ
の
大
念
仏

あ
る
い
は
雨
乞
い
拍
子
は
、
神
仏
名
を
読
み
上
げ
て
は
念
仏
を
差
し
上
げ
る
と
い
う

内
容
を
も
っ
て
い
る
か
ら
、
念
仏
踊
で
祀
り
鎮
め
ら
れ
る
対
象
は
神
名
帳
に
記
さ
れ

て

い

る
神
仏
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
か

つ
て

は
、
こ
の
神
名
帳
が
読
ま
れ
る
と
き
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
祈
願
が
行
わ
れ
た

ら
し
い
。
例
え
ば
、
戸
中
の
坂
下
弁
蔵
氏
は
、
「
大
念
仏
は
、
神
仏
合
体
の
し
き
た

り
で
天
照
大
神
か
ら
始
ま
っ
て
村
々
の
小
さ
い
神
の
名
を
唱
え
、
音
頭
取
り
が
神
の

名
の
合
間
合
間
に
、
天
下
泰
平
五
穀
成
就
実
ら
せ
給
え
、
雨
ご
い
日
こ
い
の
な
い
よ

う
に
、
疫
痢
赤
痢
の
な
い
よ
う
に
と
鐘
や
太
鼓
に
合
わ
せ
て
唱
え
る
」
と
述
べ
て
い

（3
9
）

る
。　

前
述
の

と
お
り
、
西
浦
下
組
で
、
か
つ
て
盆
の
中
日
に
踊
ら
れ
る
大
念
仏
で
病
気

平
癒
の
祈
願
が
行
わ
れ
た
事
実
は
、
こ
の
記
述
を
裏
付
け
る
も
の
だ
ろ
う
。

　
大
河
内
の
「
大
念
仏
」

　

こ
う
し
た
神
仏
を
祀
り
鎮
め
る
内
容
を
も
つ
念
仏
踊
が
、
近
隣
の
長
野
県
下
伊
那

地
方
の
掛
け
踊
と
通
称
さ
れ
る
念
仏
踊
の
な
か
に
分
布
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ

き
で
あ
る
。

　
例

え
ば
天
龍
村
大
河
内
の
掛
け
踊
に
は
、
「
大
念
仏
」
と
い
う
神
仏
を
対
象
と
し

た
念
仏
が
あ
る
。

　
同
地
の
盆
行
事
は
八
月
一
日
に
始
ま
る
が
、
七
日
に
は
、
伽
藍
様
の
祭
り
と
い
っ

て

池
大
神
社
に
行
き
和
讃
を
唱
え
る
。
一
四
日
に
は
、
踊
り
手
が
新
盆
の
家
を
巡
り

歩
き
、
新
霊
供
養
の
念
仏
踊
と
盆
踊
を
踊
る
。
そ
し
て
、
一
六
日
に
は
、
踊
り
手
は

盆
踊
り
を
踊
っ
た
後
、
午
前
零
時
近
く
に
愛
宕
堂
に
向
か
っ
て
整
列
し
、
愛
宕
大
神
、

池
大
神
、
当
所
大
伽
藍
、
八
王
神
、
東
大
神
西
大
神
、
水
神
山
の
神
、
郷
主
様
、
有

縁
無
縁
様
、
神
々
様
、
庚
申
様
、
津
島
様
、
秋
葉
大
権
現
金
比
羅
大
権
現
、
南
無
阿

弥
陀
仏
の
神
仏
に
た
い
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
和
讃
を
唱
え
る
。
本
来
は
そ
れ
ぞ
れ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ω
）

祠
堂
へ
参
っ
て
行
な
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
を
「
大
念
仏
」
と
呼
ぶ
。

　
近
隣
の
向
方
で
も
、
か
つ
て
は
同
様
の
「
大
念
仏
」
が
行
わ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。

　
水
窪
と
形
態
は
異
な
る
が
、
大
念
仏
と
い
う
神
仏
を
祀
り
鎮
め
る
念
仏
が
行
わ
れ

る
点
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　
下
栗
の
掛
け
踊
と
神
寄
せ

　
ま
た
旧
上
村
（
現
飯
田
市
）
下
栗
の
掛
け
踊
は
十
五
社
大
明
神
で
行
わ
れ
る
が
、

行
事
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
の
は
霜
月
祭
を
執
行
し
て
い
る
禰
宜
た
ち
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
最
初
に
、
霜
月
祭
の
祭
式
と
同
様
の
こ
と
を
行
う
。
す
な
わ
ち
、
社
殿

内
の
湯
立
神
楽
が
行
わ
れ
る
の
と
同
じ
と
こ
ろ
に
注
連
を
張
り
、
禰
宜
た
ち
が
太
鼓

を
叩
き
、
う
た
ぐ
ら
を
唱
え
る
。
ま
ず
「
清
め
の
神
楽
」
を
唱
え
、
「
本
神
楽
」
で
は
、

梵
天
帝
釈
を
初
め
と
し
て
、
全
国
の
神
々
、
当
所
十
五
社
大
明
神
八
社
の
明
神
ま
で

を
次
々
と
読
み
上
げ
て
は
、
「
玉
の
御
神
楽
を
参
ら
す
る
」
と
唱
え
る
。
こ
れ
は
神

寄
せ
で
あ
ろ
う
。
霜
月
祭
と
同
じ
神
名
帳
が
読
諦
さ
れ
神
々
が
勧
請
さ
れ
る
の
で
あ
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る
。
こ
の
神
々
は
、
次
の
踊
り
で
祀
り
鎮
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
下
の
掛
け
踊
で
は
、
神
仏
を
祀
る
踊
り
が
続
い
て
い
る
。
初
め
の
「
大
宮
前
の

踊
り
」
と
い
う
十
五
社
大
明
神
を
こ
と
ほ
ぐ
踊
り
に
始
ま
り
、
「
あ
み
だ
様
の
踊
」
、
「
遠

山
殿
の
一
ノ
ご
門
を
眺
む
れ
ば
」
に
始
ま
る
遠
山
氏
の
御
霊
を
鎮
め
る
と
考
え
ら
れ

る
踊
り
、
「
が
ら
ん
踊
り
」
な
ど
が
行
わ
れ
る
。

　
同
地
の
掛
け
踊
は
、
疫
病
や
旱
魅
の
災
厄
か
ら
の
が
れ
る
た
め
に
行
わ
れ
る
と
い

　
　
（
4
1
）

わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
下
栗
の
掛
け
踊
は
、
神
仏
を
祀
り
祈
願
を
行
う
た
め
の
念
仏
踊
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
水
窪
と
多
少
形
態
は
異
な
る
が
、
神
名
帳
が
読
ま
れ
る
点
は
注
目
す

べ
き
で
あ
る
。

　
同
様
の
事
実
は
、
天
龍
村
坂
部
に
も
み
ら
れ
る
。
同
地
で
は
、
掛
け
踊
と
は
神
仏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

に
願
を
掛
け
る
「
願
掛
け
踊
り
」
だ
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
以
上
の

よ
う
な
下
伊
那
地
方
の
念
仏
踊
の
あ
り
方
は
水
窪
の
念
仏
踊
と
通
底
す
る

も
の
で
あ
り
、
念
仏
踊
の
な
か
に
神
仏
を
祀
り
鎮
め
る
と
い
う
古
い
あ
り
方
が
あ
っ

た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。

　
以
上
の

よ
う
に
水
窪
の
念
仏
踊
は
、
神
明
帳
を
読
請
す
る
大
念
仏
（
雨
乞
い
拍
子
）

を
中
心
と
す
る
お
施
餓
鬼
踊
と
、
新
霊
供
養
の
和
讃
に
特
徴
を
も
つ
新
盆
踊
を
両
極

と
し
て
い
る
。

　
し
か
し
全
体
を
と
お
し
て
み
る
な
ら
ば
、
水
窪
の
念
仏
踊
は
、
祖
霊
な
ど
他
界
か

ら
迎
え
ら
れ
る
精
霊
、
あ
る
い
は
新
霊
の
供
養
の
た
め
に
行
わ
れ
る
和
讃
よ
り
も
、

大
念
仏
、
雨
乞
い
拍
子
な
ど
と
称
す
る
神
仏
へ
の
供
養
念
仏
が
大
き
な
ウ
エ
イ
ト
を

占
め
て
い
る
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
神
仏
」
の
な
か
で
も
、
地
霊
、

山
や
川
の
精
霊
、
禰
宜
死
霊
な
ど
の
荒
霊
が
重
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

③
念
仏
踊
と
霜
月
祭

　
さ
て
以
下
で
は
、
0
、
②
で
考
察
し
て
き
た
水
窪
の
霜
月
祭
と
念
仏
踊
に
つ
い
て
、

主

と
し
て
念
仏
踊
の
側
か
ら
比
較
を
行
な
っ
て
い
き
た
い
。

　
前
述
の
よ
う
に
、
水
窪
の
念
仏
踊
は
、
大
念
仏
、
雨
乞
い
拍
子
な
ど
と
い
わ
れ
る

神
名
帳
を
読
諦
す
る
念
仏
踊
が
大
き
な
ウ
エ
イ
ト
を
占
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の

神
名
帳
は
、
霜
月
祭
の
そ
れ
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
解
い
て
い
く
た
め

に
は
、
神
名
帳
に
記
さ
れ
た
神
仏
の
性
格
の
検
討
が
不
可
欠
で
あ
る
。
以
下
、
こ
れ

を
草
木
と
西
浦
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
行
な
っ
て
み
よ
う
。

1
　
草
木
の
神
名
帳
か
ら

草
木
で
は
、
霜
月
祭
と
念
仏
踊
で
ま
っ
た
く
同
じ
神
名
帳
が
用
い
ら
れ
る
。

第
一
章
で
み
た
よ
う
に
、
草
木
の
神
名
帳
の
神
名
は
、
お
お
む
ね
次
の
よ
う
な
三

つ
の
グ

ル

ー
プ
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

①
村
の
産
土
神
で
あ
る
綾
村
神
社
、
近
隣
の
村
の
神
々
、
全
国
の
神
々

②
地
神
、
荒
神
、
山
神
、
天
白
、
川
・
岩
・
木
・
道
な
ど
の
精
霊

③
禰
宜
死
霊

④
各
家
の
祖
霊

　
こ
れ
ら
の
う
ち
、
念
仏
踊
で
祀
り
鎮
め
ら
れ
る
べ
き
神
霊
は
、
①
の
産
土
神
な
ど

の

グ
ル
ー
プ
よ
り
は
、
む
し
ろ
崇
る
性
質
が
強
い
と
考
え
ら
れ
た
②
③
の
グ
ル
ー
プ

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
天
白
な
ど
と
呼
ば
れ
た
山
の
神
は
、
丁
重
に
祀
ら
な
け
れ
ば
崇
り
を
な
す
恐
ろ
し

い
霊
格
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
木
や
石
、
川
な
ど
の
精
霊
も
、
山
に
仕
事
に
入
る
人
に
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な
に
か
と
障
り
を
な
す
神
霊
で
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
、
こ
れ
ら
に
な
か
で
も
と
く
に
恐
れ
ら
れ
た
の
は
禰
宜
死
霊
で
あ
っ
た
。

　
前
述
の
よ
う
に
、
西
浦
上
組
の
送
り
盆
の
精
霊
送
り
の
さ
い
、
「
大
禰
宜
小
禰
宜

の
精
霊
達

　
今
宵
今
夜
の
精
霊
達
　
大
念
仏
で
送
り
ま
す
」
と
唱
え
る
。
「
大
禰
宜

小
禰
宜
の
精
霊
達
」
が
「
今
宵
今
夜
の
精
霊
達
」
と
区
別
さ
れ
、
特
別
に
重
視
さ
れ

て

い

る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。

　
水
窪
に
お
い
て
禰
宜
が
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
か
は
、
次
章
で
さ
ら
に
み
て
い

く
が
、
こ
う
し
た
恐
る
べ
き
存
在
で
あ
る
禰
宜
死
霊
を
鎮
め
る
こ
と
は
、
霜
月
祭
と

同
様
、
念
仏
踊
に
お
い
て
も
重
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
か
つ
て
水
窪
で
念
仏
踊
の
も
っ
と
も
有
力
な
伝
承
地
と

い

わ
れ
た
有
本
の
事
例
で
あ
る
。
有
本
で
は
念
仏
踊
の
詞
章
は
音
頭
出
し
が
出
す
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

神
名
帳
だ
け
は
禰
宜
様
が
出
す
と
い
う
。
同
地
で
は
、
神
名
帳
で
踊
る
の
を
大
念
仏

と
は
い
わ
ず
「
踊
拍
子
」
と
い
う
が
、
念
仏
踊
の
神
名
帳
を
読
諦
す
る
部
分
が
霜
月

祭

と
き
わ
め
て
近
い
性
格
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の

よ
う
に
、
水
窪
の
念
仏
踊
、
と
り
わ
け
神
名
帳
を
唱
え
る
大
念
仏
に
つ
い

て

は
、
霜
月
祭
と
宗
教
的
性
格
が
一
致
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

2
　
西
浦
の
神
名
帳
か
ら

　
西
浦
の
上
組
、
中
組
、
下
組
で
は
、
神
名
帳
の
構
成
に
か
な
り
違
い
が
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
の
み
略
説
し
て
い
き
た
い
。

　
上
組
の
「
神
名
帳
」
の
冒
頭
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

愛
宕
様
の
御
庭
で

東
方
天
狗
天
伯
へ

南
方
天
狗
天
伯
へ

中
央
天
狗
天
伯
へ

大
念
仏
を
申
し
ま
す

西
方
天
狗
天
伯
へ

北
方
天
狗
天
伯
へ

　
　
　
　
　
　
（
姐
）

大
念
仏
を
申
し
ま
す

　

以

下
、
ム
ラ
の
氏
神
で
あ
る
諏
訪
神
社
を
は
じ
め
近
隣
の
神
々
が
あ
げ
ら
れ
、
大

念
仏
を
申
し
上
げ
る
旨
が
う
た
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
ム
ラ
の
産
土
神
な
ど
に
先
立
ち
、
天
狗
・
天
伯
（
天
白
）
と
い
う
荒

ら
ぶ
る
神
霊
の
名
が
、
ま
ず
最
初
に
読
み
上
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
水
窪
の

念
仏
踊
の
特
異
な
性
格
が
う
か
び
あ
が
っ
て
こ
よ
う
。

　

こ
れ
は
中
組
で
も
同
様
で
あ
る
。

　

大
念
仏

は
、
東
西
南
北
四
方
の
天
狗
天
白
を
呼
び
寄
せ
、
天
竺
・
天
神
・
地
の
神

に
礼
を
し
て
始
ま
る
。
以
下
、
庭
天
白
、
本
尊
、
不
動
、
毘
沙
門
、
鎮
守
、
章
駄
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

と
永
泉
寺
内
の
諸
神
仏
を
あ
げ
、
近
隣
の
神
仏
を
次
々
と
数
え
あ
げ
て
い
く
。

　

こ
の
よ
う
に
中
組
で
も
最
初
に
登
場
す
る
の
は
天
狗
天
白
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
特
徴
は
下
組
に
は
見
ら
れ
な
い
。
下
組
の
「
大
念
仏
踊
り

唱
え
詞
句
」
で
は
、
最
初
に
阿
弥
陀
堂
に
祀
ら
れ
た
「
阿
弥
陀
様
」
「
薬
師
様
」
「
観

音
様
」
な
ど
を
あ
げ
、
以
下
近
隣
の
神
仏
の
名
を
あ
げ
て
い
く
。
た
だ
し
、
最
初
の

三
仏

に
つ
づ
き
、
念
仏
踊
を
始
め
た
と
さ
れ
る
右
衛
門
三
朗
、
右
衛
門
五
朗
が
あ
げ

ら
れ
て
い
る
点
は
注
意
を
要
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
下
組
を
の
ぞ
く
と
、
西
浦
の
神
名
帳
で
は
天
狗
天
白
な
ど
が
重
視
さ

れ
て

い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
ま
た
、
草
木
の
北
島
、
下
草
木
で
は
、
最
終
日
の
送
り
の
と
き
、
「
四
天
ご
ん
、

八
天
ご

ん
、
十
二
天
ご
ん
」
な
ど
が
送
ら
れ
る
。
「
天
ご
ん
」
は
天
狗
で
あ
る
。

　
天
狗
・
天
白
を
祀
る
祭
儀
は
、
近
隣
の
花
祭
や
霜
月
祭
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。

　
花
祭
の
野
外
神
事
で
あ
る
「
高
根
祭
」
で
は
、
高
根
様
と
呼
ば
れ
る
天
狗
を
祀
り

上
げ

て
、
祭
場
に
侵
入
し
よ
う
と
す
る
悪
魔
外
道
を
防
ぐ
と
い
う
。

　
ま
た
花
祭
で
は
、
舞
処
の
行
事
に
先
立
つ
「
天
の
祭
」
に
お
い
て
、
か
つ
て
は
屋

根
裏
部
屋
で
花
太
夫
が
天
狗
を
祀
る
秘
儀
を
行
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
こ
れ
は
霜
月
祭
で
は
な
い
が
、
西
浦
の
田
楽
で
は
、
観
音
堂
前
で
の
舞
に

先
立
つ
別
当
家
の
行
事
に
お
い
て
、
や
は
り
屋
根
裏
部
屋
で
別
当
が
天
狗
・
天
白
を

祀

る
秘
儀
が
今
日
な
お
行
わ
れ
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
天
狗
あ
る
い
は
天
白
は
荒
霊
と
し
て
恐
れ
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、

禰
宜

が
祀

る
神
と
い
う
存
在
で
も
あ
る
。

　
例

え
ば
、
長
野
県
遠
山
郷
上
町
で
は
、
天
伯
面
は
禰
宜
だ
け
が
被
る
こ
と
を
許
さ

れ

る
。
天
伯
（
白
）
は
禰
宜
が
祀
る
神
で
あ
る
と
同
時
に
禰
宜
そ
の
も
の
と
も
み
な

さ
れ
た
証
拠
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
水
窪
町
西
浦
新
細
に
は
、
禰
宜
が
死
後
、
天
白
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

し
て
祀
ら
れ
て
い
る
例
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
念
仏
踊
で
重
視
さ
れ
る
天
狗
・
天
白
が
、
近
隣
の
霜
月
祭
で
も
祭
祀

対
象
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
念
仏
踊
と
霜
月
祭
の
関
係
を
考
え
る
う
え

で
注
目
さ
れ
る
。

3

水
窪
の
念
仏
踊
の
修
験
的
性
格

　

こ
の
よ
う
な
念
仏
踊
と
霜
月
祭
の
共
通
性
を
、
担
い
手
と
そ
の
思
想
の
問
題
と
し

て
考
察
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

　
念
仏

踊
の
音
唱
人
な
ど
と
呼
ば
れ
る
リ
ー
ダ
ー
に
は
修
験
道
の
影
響
が
強
く
見
ら

れ
る
。

　
西

浦
の
お
施
餓
鬼
踊
で
は
、
踊
り
が
終
わ
っ
て
か
ら
、
中
組
の
音
唱
人
は
印
を
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㌘
）

ん

で
本
堂
前
に
立
ち
、
上
組
、
下
組
の
人
た
ち
を
見
送
る
。
こ
う
し
た
作
法
は
明
ら

か

に
修
験
の
影
響
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
水
窪
各
地
区
の
念
仏
踊
に
は
、
「
五
方
を
踏
む
」
と
か
「
五
方
差
し
」
と

呼
ば
れ
る
作
法
が
見
ら
れ
る
。

　
例
え
ば
、
西
浦
下
組
の
音
唱
人
は
、
踊
り
に
先
立
ち
、
踊
り
庭
の
「
五
方
を
踏
む
」

と
い
う
作
法
を
行
な
っ
た
。

　
ま
た
下
草
木
の
音
頭
出
し
は
、
お
施
餓
鬼
踊
の
雨
乞
い
拍
子
の
前
に
、
弓
張
提
灯

を
持
っ
て
片
足
を
少
し
前
に
出
し
て
五
方
を
拝
み
、
印
を
結
ん
で
か
ら
神
名
帳
を
唱

　
（
題
）

え
た
。

　
神
原
の
念
仏
踊
で
は
、
踊
り
の
前
に
、
弓
燈
篭
を
傾
け
て
五
方
を
拝
す
る
「
五
方

差

し
」
と
い
う
作
法
が
行
わ
れ
る
。
弓
燈
篭
と
は
、
二
本
の
弓
を
十
文
字
に
組
ん
で
、

そ
の
先
に
灯
篭
を
吊
る
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
役
を
行
う
ト
ウ
ロ
ウ
サ
シ
は
、
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

古
参
の
年
寄
が
務
め
た
と
い
う
。

　

こ
れ
ら
は
、
霜
月
祭
、
花
祭
に
見
ら
れ
る
修
験
的
な
行
法
で
あ
る
「
五
方
立
」
に

由
来
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
れ
は
念
仏
踊
の
和
讃
の
「
五
方
念
仏
」
に
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ち
な
み
に
、
上
組
の
詞
章
を
参
照
し
て
み
よ
う
。

一

、
東
方

　

南
方

　

西
方

　

北
方

　

中
央

東
ト
申
ス
レ
バ

南
ト
申
ス
レ
バ

西

ト
申
ス
レ
バ

北
ト
申
ス
レ
バ

中
ト
申
ス
レ
バ

五
方
の
　
神
の
そ
の
中
で

南
無
阿
弥
陀
仏
　
南
無
阿
弥
陀
仏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
睨
み
］

や

く
し
　
か
ん
の
ん
立
い
ら
み

せ
い

し
　
か
ん
の
ん
立
い
ら
み

あ
み
だ
の
　
に
よ
ら
い
が
立
い
ら
み

し
ゃ
か
の
　
に
よ
ら
い
が
立
い
ら
み

大

日
　
に
よ
ら
い
が
立
い
ら
み

　
た
“
よ
き
　
念
仏
申
す
な
り

　
　
　
　
南
無
阿
弥
陀
仏

　
一
部
に
錯
綜
は
み
ら
れ
る
が
、
基
本
的
に
大
日
如
来
を
中
尊
と
す
る
五
仏
を
勧
請

し
て
祭
場
を
結
界
す
る
内
容
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
霜
月
祭
、
花
祭
な
ど
で
行
わ
れ
る

五
方
立
の
行
法
と
内
容
が
一
致
す
る
。
霜
月
祭
、
花
祭
で
は
、
禰
宜
や
太
夫
が
象
徴

的
作
法
で
行
な
っ
て
い
た
こ
と
を
、
こ
こ
で
は
歌
謡
で
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
前
述
の
よ
う
に
、
「
六
字
念
仏
」
は
善
光
寺
信
仰
に
由
来
す
る
と
さ
れ
る
。

善
光
寺
参
り
の
先
達
な
ど
を
行
な
っ
て
い
た
修
験
的
な
信
仰
を
も
っ
た
在
地
の
宗
教

者
の

影
響
が
考
え
ら
れ
る
。

　
関
東
の
天
道
念
仏
も
修
験
の
影
響
が
強
い
と
い
わ
れ
る
念
仏
踊
で
あ
る
が
、
天
道

念
仏
で

は
屋
外
に
柱
を
立
て
て
四
門
や
大
日
如
来
を
祀
る
棚
を
設
け
る
な
ど
祭
場
を

仮
設

し
、
中
央
に
梵
天
を
立
て
、
そ
の
周
り
で
踊
る
。
こ
れ
は
密
教
や
修
験
道
に
い

う
四
門
行
道
の
形
を
表
す
も
の
と
い
わ
れ
る
。
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ま
た
山
梨
の
大
念
仏
も
堂
内
を
結
界
し
て
祭
場
を
設
け
、
切
り
紙
で
大
日
如
来
や

諸
尊
な
ど
を
形
象
化
す
る
。

　
し
か
し
、
水
窪
の
念
仏
踊
に
、
こ
の
よ
う
な
祭
場
の
荘
厳
は
見
ら
れ
な
い
。
例
え

ば
五
方
念
仏
は
庭
の
清
め
、
六
字
念
仏
は
堂
の
清
め
な
ど
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
む

し
ろ
歌
謡
で
祭
場
の
構
築
と
聖
化
を
は
か
っ
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の

よ
う
に
水
窪
の
念
仏
踊
は
霜
月
祭
と
共
通
す
る
宗
教
的
性
格
を
も
ち
、
ま

た
そ
の
担
い
手
と
行
法
に
は
修
験
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
。

　
水
窪
に
お
い
て
、
霜
月
祭
を
担
っ
て
い
た
在
地
の
禰
宜
と
音
唱
人
な
ど
の
念
仏
踊

の
指
導
者
と
は
、
か
な
ら
ず
し
も
人
格
的
に
は
重
な
ら
な
い
が
、
彼
ら
は
、
た
が
い

に

影
響
を
与
え
つ
つ
、
共
通
す
る
宗
教
的
世
界
を
造
形
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
下

で

は
、
水
窪
の
霜
月
祭
と
念
仏
踊
に
共
通
す
る
宗
教
的
性
格
と
し
て
の
死
霊

祭
儀
の
問
題
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
担
い
手
の
面
か
ら
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

④
水
窪
に
お
け
る
死
霊
祭
儀
と
宗
教
者

1
　
祀
ら
れ
る
死
霊

　
死
霊
鎮
め

の
色
彩
が
色
濃
く
残
る
水
窪
の
霜
月
祭
や
念
仏
踊
の
背
景
と
し
て
、
同

地

で
死
霊
の
崇
り
を
恐
れ
て
、
こ
れ
を
祀
る
習
俗
が
根
強
く
残
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

あ
げ
ら
れ
る
。

　
一
月
七
日
の
「
山
の
講
」
で
は
、
赤
紙
の
御
幣
と
白
紙
の
御
幣
を
用
意
し
て
、
山

で
働
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
持
っ
て
い
き
、
赤
紙
は
山
の
神
、
白
紙
は
死
霊
へ
祀
っ
た

　
　
（
5
0
）

と
い
う
。

　
ま
た
、
次
の
よ
う
に
崇
り
を
す
る
死
霊
は
霊
神
と
し
て
祀
り
込
め
る
習
俗
が
あ
っ

た
。

　

イ
　
斎
輔
霊
神
と
オ
ト
ラ
霊
神

　
西
浦
下
組
の
神
名
帳
に
も
あ
げ
ら
れ
て
い
る
斎
輔
霊
神
は
、
幕
末
か
ら
明
治
初
年

に
か
け
て
生
き
た
と
さ
れ
る
漢
方
医
で
、
オ
ラ
ン
ダ
の
医
術
も
あ
わ
せ
て
学
び
開
業

し
た
が
、
と
な
り
に
も
う
一
軒
医
者
が
あ
っ
て
商
売
敵
と
な
っ
た
た
め
、
「
職
挑
み
」

を
さ
れ
、
そ
の
さ
い
毒
を
盛
ら
れ
て
死
ん
だ
と
い
う
。

　
死
後
は
霊
神
と
し
て
祀
ら
れ
、
ト
リ
ク
サ
（
薬
草
採
集
）
の
神
と
な
っ
た
。

　
斎
輔
霊
神
は
実
家
の
時
原
の
高
松
家
に
祀
ら
れ
て
い
る
が
、
他
に
も
水
窪
町
内
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

家
の
神
と
し
て
祀
る
家
が
何
軒
か
あ
る
。

　
ま
た
、
遠
木
沢
の
某
家
に
は
、
オ
ト
ラ
霊
神
の
石
塔
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
む
か
し
、

オ
ト
ラ
と
い
う
乞
食
婆
が
こ
の
ム
ラ
に
や
っ
て
来
た
と
き
に
殺
害
し
て
し
ま
い
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

の
崇
り
で
疫
病
が
蔓
延
し
た
。
そ
こ
で
そ
の
死
霊
を
祀
り
込
め
た
も
の
と
い
う
。

　
ロ

　
死
霊
を
祀
る
小
祠

　
水
窪
で
は
、
神
社
の
祭
神
と
し
て
死
霊
を
祀
る
場
合
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。

　
水
窪
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
神
社
は
個
人
の
持
ち
宮
で
あ
る
。
ム
ラ
の
産
土
神

と
さ
れ
る
神
社
で
も
、
本
来
は
開
郷
領
主
で
あ
る
オ
ヤ
カ
タ
の
家
の
神
で
あ
る
場
合

が
多
い
。
そ
し
て
、
字
ご
と
の
ム
ラ
の
産
土
神
社
以
外
に
個
人
の
持
ち
宮
と
さ
れ
る

小
さ
な
神
社
が
多
数
存
在
し
て
い
る
。
死
霊
を
祀
っ
て
い
る
事
例
は
、
こ
う
し
た
比

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

較
的
小
規
模
な
神
社
に
多
い
。

　
例
え
ば
、
西
浦
中
組
の
日
之
御
子
神
社
で
は
、
社
殿
内
に
、
切
開
死
霊
、
愛
宕
霊

神
、
若
宮
霊
神
、
神
死
霊
な
ど
が
、
ま
た
社
殿
の
外
に
は
、
金
山
死
霊
、
有
縁
無
縁

な
ど
が
祀
ら
れ
て
い
る
。

　
「
切
開
死
霊
」
は
開
郷
主
の
死
霊
、
「
愛
宕
霊
神
」
、
「
若
宮
霊
神
」
も
由
来
は
明
ら

か

で

な
い
が
死
霊
で
あ
ろ
う
。
「
神
死
霊
」
は
禰
宜
死
霊
の
こ
と
で
あ
る
。
「
金
山
死

霊
」
は
刃
物
な
ど
で
殺
さ
れ
た
人
の
霊
で
あ
る
。
「
有
縁
無
縁
」
は
供
養
さ
れ
る
こ

と
が
な
く
行
路
に
さ
ま
よ
う
死
霊
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
め
の
こ
う

　
同
様
の
例
は
西
浦
下
組
の
七
五
三
王
神
社
に
も
見
ら
れ
る
。
同
社
の
社
殿
の
外
に
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は
、
多
く
の
石
塔
が
あ
り
、
そ
の
な
か
に
「
切
開
様
」
、
「
水
神
死
霊
」
、
「
神
死
霊
」
、
「
イ

チ

ウ
バ
」
、
「
若
宮
」
な
ど
が
祀
ら
れ
て
い
る
。

　
「
切
開
様
」
は
開
郷
主
、
「
水
神
死
霊
」
は
水
死
者
の
霊
を
祀
っ
た
も
の
で
あ
る
。
「
神

死
霊
」
に
つ
い
て
は
、
む
か
し
禰
宜
様
だ
っ
た
偉
い
人
の
霊
を
祀
っ
た
と
い
う
伝
承

が
あ
る
。
「
イ
チ
ウ
バ
」
は
、
神
死
霊
の
禰
宜
様
と
夫
婦
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て

い

る
。
「
若
宮
」
は
性
格
が
不
明
だ
が
、
崇
る
性
質
が
強
い
死
霊
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上

は
死
霊
、
と
く
に
非
正
常
な
死
に
方
を
し
た
死
霊
が
崇
る
性
質
が
強
い
と
し

て

恐
れ
ら
れ
、
祀
り
鎮
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
証
拠
で
あ
ろ
う
。

2

在
地
の
禰
宜
の
存
在
形
態
と
若
宮
祭
祀

　
イ
　
在
地
の
禰
宜
の
存
在
形
態

　
水
窪
で
は
、
在
地
の
禰
宜
が
ム
ラ
の
産
土
神
の
祭
典
や
個
人
の
祈
祷
に
重
要
な
役

割
を
は
た
し
て
き
た
。
こ
の
禰
宜
の
あ
り
方
と
禰
宜
死
霊
の
祀
ら
れ
方
に
つ
い
て
、

草
木
を
中
心
に
み
て
い
こ
う
。

　
草
木
で
は
在
地
の
禰
宜
の
こ
と
を
太
夫
と
い
う
。
草
木
で
は
禰
宜
は
世
襲
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

く
、
神
事
に
明
る
く
、
高
潔
な
人
物
が
選
ば
れ
る
と
い
う
。

　
現
在
の
草
木
の
禰
宜
滝
沢
克
巳
氏
は
、
十
代
の
こ
ろ
か
ら
小
禰
宜
と
し
て
お
宮

に

通

い
、
祭
の
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
覚
え
た
と
い
う
。
三
〇
歳
く
ら
い
の
と
き
、
先

代
の

岡
松
浅
太
郎
太
夫
が
亡
く
な
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
後
継
者
が
い
な
く
な
っ
て
祭

が
で
き
な
く
な
る
と
思
い
、
太
夫
に
な
る
こ
と
を
引
き
受
け
た
と
い
う
。

　
滝
沢
太
夫
に
は
私
祈
祷
の
経
験
は
な
い
が
、
岡
松
浅
太
郎
太
夫
は
、
病
人
や
退
き

物
の
祈
祷
を
た
の
ま
れ
て
や
る
こ
と
も
多
か
っ
た
と
い
う
。

　
滝
沢
氏
の

先
々
代
の
太
夫
は
若
泉
春
造
太
夫
で
あ
る
。
こ
の
太
夫
は
両
足
が
不
自

由
な
身
障
者
で
、
火
伏
せ
の
法
を
知
っ
て
い
る
霊
能
者
だ
と
い
わ
れ
た
。
終
戦
後
、

湯
立
を
新
道
式
で
や
る
か
旧
道
式
で
や
る
か
の
、
も
め
ご
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。
岡

松
浅
太
郎
太
夫
が
新
道
式
で
や
る
こ
と
を
主
張
し
た
が
、
若
泉
春
造
太
夫
は
足
が
不

自
由
で
立
っ
て
修
祓
な
ど
が
で
き
な
い
こ
と
も
あ
り
反
対
し
た
。
そ
し
て
、
気
分
を

悪
く
し
た
若
泉
太
夫
が
呪
法
を
使
い
火
を
抑
え
た
た
め
湯
が
沸
か
な
く
な
り
、
湯
立

が
で
き
な
く
な
っ
た
と
い
う
。

　
ま
た
若
泉
太
夫
は
、
「
斎
輔
霊
神
の
申
し
降
ろ
し
」
と
い
う
こ
と
を
行
な
っ
た
。

斎
輔
霊
神
は
前
述
の
と
お
り
医
師
の
死
霊
で
あ
る
が
、
そ
の
霊
を
降
ろ
し
て
神
が
か

り
と
な
り
、
ト
リ
ク
サ
の
法
、
す
な
わ
ち
薬
草
の
生
え
て
い
る
と
こ
ろ
や
、
そ
の
調

合
法
な
ど
を
教
え
た
。
病
人
本
人
が
行
け
な
い
と
き
で
も
、
病
状
を
見
通
し
て
病
名

を
言
い
当
て
た
と
い
う
。
う
た
ぐ
ら
を
唱
え
さ
え
す
れ
ば
斎
輔
様
を
降
ろ
す
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

で
き
た
が
、
そ
れ
を
他
人
に
は
教
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
体
に
障
害
が
あ
り
霊
能
を
も
つ
と
さ
れ
る
同
太
夫
の
存
在
形
態
に
は
、

祈
祷
者
の
原
型
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
う
し
た
在
地
の
禰
宜
は
、
師
匠
か
ら
弟
子
へ
と
呪
術
が
秘
儀
と
し
て
相
伝
さ
れ

る
。
太
夫
に
は
、
こ
う
し
た
秘
伝
を
師
子
相
承
し
て
い
く
「
ス
ジ
」
が
あ
り
、
ス
ジ

が
違

え
ば
伝
え
ら
れ
る
修
法
も
異
な
る
。
世
襲
で
禰
宜
の
職
を
伝
え
る
場
合
も
多

か

っ
た
。

　
そ
う
し
た
な
か
で
興
味
深
い
の
は
、
「
法
枕
」
の
存
在
で
あ
る
。

　
坂
下
弁
蔵
氏
は
、
「
（
禰
宜
の
1
筆
者
註
）
本
家
本
元
は
、
大
昔
、
旅
か
ら
来
た
法

［印
］円

行
者
に
禰
宜
の
事
や
法
事
を
教
わ
っ
て
、
長
く
逗
留
し
て
出
立
の
時
に
法
枕
を
授

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

け
る
と
言
っ
て
残
し
て
行
っ
た
、
と
子
供
の
頃
、
山
下
翁
が
話
し
た
」
と
述
べ
て
い

る
。　

こ
の
言
い
伝
え
の
な
か
で
、
禰
宜
が
旅
の
法
印
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
修
法
を
伝
授
さ

れ
た

あ
と
、
「
法
枕
」
を
授
け
ら
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
が
興
味
を
ひ
か
れ
る
。

　

こ
れ
と
同
様
の
も
の
は
近
隣
の
奥
三
河
の
花
祭
に
も
見
ら
れ
る
。
豊
根
村
三
沢
で

は
榊
鬼
、
山
見
鬼
の
役
が
面
形
と
と
も
に
「
ほ
う
ま
く
ら
」
を
代
々
引
き
継
ぐ
こ
と

に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
「
ほ
う
ま
く
ら
」
は
、
白
木
綿
の
袋
の
中
に
小
豆
を
三
升
入

　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
民
間
祈
祷
者
が
用
い
る
呪
具
の
「
法
の
枕
」
と
考
え
ら
れ
る
。
高
知
県
物

部
村
の
い
ざ
な
ぎ
流
で
は
、
現
在
で
も
「
取
り
分
け
」
と
い
う
儀
礼
で
、
太
夫
が
米
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（
駆
）

を
入
れ
た
「
法
の
枕
」
に
御
幣
を
立
て
て
呪
誼
す
そ
返
し
の
呪
法
を
行
う
。

　
三

信
遠
で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
法
枕
」
は
、
禰
宜
や
特
定
の
神
役
が
そ
の
地
位
を

示
す
も
の
と
し
て
相
伝
し
た
の
で
あ
る
。

　
口
　
祭
司
者
と
し
て
の
禰
宜

　
禰
宜
の
職
能
に
は
、
大
き
く
分
け
て
、

祷
者
と
し
て
の
そ
れ
が
あ
る
。

祭
司
者
と
し
て
の
そ
れ
と
、
私
祈
祷
の
祈

①
ム
ラ
の
産
土
神
や
個
人
の
持
ち
宮
な
ど
の
祭
祀
を
司
り
、
湯
立
神
事
の
執
行
を
行

・
つ
。

　
草
木
で
は
、
一
二
月
一
三
、
一
四
日
に
産
土
神
で
あ
る
綾
村
神
社
の
祭
典
が
行
わ

れ

た
が
、
禰
宜
（
太
夫
）
は
そ
こ
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
修
法
を
行
な
っ
て
湯
立
神
楽
を

執
行
し
た
。

　
池
原
真
氏

に
よ
れ
ば
、
草
木
の
霜
月
祭
は
、
開
郷
領
主
の
末
商
で
あ
る
オ
ヤ
カ
タ

の
祭
の
性
格
を
色
濃
く
残
し
て
お
り
、
特
有
の
オ
ヤ
カ
タ
直
属
の
神
役
が
存
在
す
る

こ
と
が
特
徴
で
あ
る
と
い
う
。

　
こ
れ
ら
の
神
役
に
は
、
舞
を
舞
い
、
太
夫
と
と
も
に
湯
立
を
行
う
「
小
禰
宜
」
や
、

そ
の
先
達
で
あ
る
「
座
頭
」
、
釜
回
り
の
一
切
を
取
り
仕
切
り
、
神
供
で
あ
る
「
ご

じ
ん
こ
う
」
を
準
備
す
る
「
釜
洗
い
」
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
小
禰
宜
は
、
オ
ヤ

カ
タ
の
氏
神
社
で
も
あ
る
綾
村
神
社
に
祈
願
し
て
神
子
入
り
を
は
た
し
、
オ
ヤ
カ
タ

の

神
役
と
し
て
奉
仕
を
行
う
者
で
あ
る
。
ま
た
釜
洗
い
は
、
い
わ
ゆ
る
コ
ワ
キ
と
し

て

オ
ヤ
カ
タ
の
神
役
を
世
襲
で
行
う
家
筋
の
職
能
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
に
た
い
し
て
禰
宜
は
、
招
か
れ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
修
法
を
も
っ
ぱ
ら
行
う

こ
と
に
よ
り
祭
を
執
り
行
う
神
役
で
あ
る
。
禰
宜
は
験
力
を
行
使
す
る
神
に
近
い
存

在
と
信
じ
ら
れ
、
後
述
の
よ
う
に
死
後
は
綾
村
神
社
の
若
宮
に
神
と
し
て
祀
ら
れ
た

　
　
　
（
5
9
）

の
で
あ
る
。

　
個
人
の

持
ち
宮
の
祭
祀
の
例
と
し
て
は
、
草
木
の
下
の
庄
屋
と
い
わ
れ
る
守
屋
家

の
例

を
取
り
上
げ
る
。
同
家
で
は
、
＝
月
一
一
日
に
家
で
祀
る
三
社
守
高
神
社
の

祭
を
行
う
。
こ
の
祭
で
祭
主
と
し
て
中
心
的
な
役
割
を
は
た
す
の
は
守
屋
家
の
当
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

で
あ
る
が
、
禰
宜
は
招
か
れ
て
呪
術
的
な
行
法
を
行
う
役
割
を
は
た
す
。

②
家
ご
と
の
荒
神
祭
（
宅
神
祭
）
を
司
り
、
祈
祷
を
す
る
。

　
各
家
で
は
春
祈
祷
な
ど
と
い
っ
て
、
禰
宜
を
招
き
家
内
安
全
の
た
め
の
家
祭
を
行

う
。
禰
宜
は
幣
束
を
作
り
神
々
に
供
え
、
神
前
で
祈
祷
を
行
う
。
祭
壇
に
は
「
腰
掛

豆
」
と
い
っ
て
一
升
枡
に
大
豆
を
盛
っ
て
荒
神
タ
カ
ラ
（
幣
）
を
立
て
る
。
祀
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

る
荒
神
は
、
屋
主
荒
神
、
竈
荒
神
、
庭
荒
神
な
ど
で
あ
る
。

　
八
　
祈
祷
者
と
し
て
の
禰
宜

　
八
木
洋
行
氏
は
、
「
太
夫
は
ふ
だ
ん
、
村
の
人
々
の
求
め
に
応
じ
て
病
気
平
癒
の

祈
祷

や
、
水
神
、
山
の
神
な
ど
の
幣
束
を
切
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
”
ミ
サ
キ
場
”

と
呼
ぶ
、
不
慮
の
事
故
な
ど
が
あ
っ
た
場
所
の
祓
い
清
め
や
、
”
木
ミ
サ
キ
送
り
”

と
呼
ぶ
、
木
霊
の
鎮
め
な
ど
、
木
出
し
の
仕
事
衆
に
は
欠
か
せ
な
い
司
祭
者
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

あ
っ
た
の
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
常

に
危
険
と
隣
り
合
わ
せ
の
山
仕
事
に
た
ず
さ
わ
る
人
々
に
と
っ
て
、
禰
宜
は
祈

祷

に
よ
っ
て
山
や
木
の
精
霊
を
鎮
め
た
り
、
障
り
を
取
り
除
い
た
り
す
る
、
重
要
な

存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
禰
宜
は
、
病
気
平
癒
や
懸
き
物
調
伏
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
個
人
の
要
求
に
こ

た

え
た
祈
祷
を
行
な
っ
た
。
病
気
平
癒
の
祈
祷
を
頼
ま
れ
る
と
、
禰
宜
は
呪
術
的
な

力
に
よ
り
病
気
の
原
因
が
何
か
を
つ
き
と
め
る
。
そ
し
て
、
例
え
ば
死
霊
の
崇
り
で

あ
る
と
か
、
バ
チ
山
（
怨
念
の
懸
い
た
山
）
の
崇
り
で
あ
る
と
か
断
じ
て
、
そ
れ
に

応
じ
た
行
法
を
行
い
原
因
を
取
り
除
く
。
あ
る
い
は
、
キ
ツ
ネ
や
ク
ダ
シ
ョ
ウ
の
よ

う
な
懸
き
物
だ
っ
た
り
す
る
と
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
を
つ
き
と
め
て
、
懸
き
物
落

と
し
を
す
る
の
で
あ
る
。

　
坂
下
弁
蔵
著
『
消
え
た
村
　
栃
生
谷
』
は
、
水
窪
ダ
ム
に
沈
ん
だ
戸
中
集
落
の
古

老
坂
下
弁
蔵
氏
が
記
し
た
、
か
つ
て
の
山
村
の
暮
ら
し
を
い
き
い
き
と
伝
え
る
貴
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重
な
記
録
で
あ
る
。
す
で
に
一
部
引
用
し
て
い
る
が
、

て

記
さ
れ
た
部
分
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。

禰
宜
の
祈
祷
の
様
子
に
つ
い

病
人
に
は
神
信
心
が
第
一
で
あ
っ
た
。
禰
宜
様
の
側
か
ら
は
物
の
化
、
死
霊
な

ど
何
百
年
の
言
い
伝
え
で
バ
チ
山
、
不
慮
の
死
、
狐
、
ク
ダ
シ
ョ
ウ
、
オ
ン

リ
ョ
ウ
。
こ
れ
は
人
を
泣
か
せ
て
そ
の
う
ら
み
が
残
っ
て
い
る
。
禰
宜
は
心
得

た
も
の
で
よ
く
知
っ
て
い
た
。
禰
宜
様
が
先
だ
つ
で
こ
の
悪
魔
を
追
い
払
う
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
字
］

で
あ
る
。
こ
れ
は
荘
厳
な
も
の
だ
。
小
さ
い
御
輿
を
作
っ
て
禰
宜
が
九
事
を
切
っ

て

拝
む
。
「
た
て
ば
ら
い
ね
ぎ
」
は
大
き
な
御
幣
を
持
っ
て
一
尺
位
座
っ
た
ま

ま
飛
び
あ
が
る
。
村
人
は
般
若
心
経
を
唱
え
る
。
（
中
略
）
年
来
の
悪
魔
を
追

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

い
払
う
の
だ
か
ら
、
皆
が
体
中
に
力
を
入
れ
物
凄
い
目
付
き
を
し
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
祈
祷
と
は
、
必
ず
し
も
禰
宜
が
単
独
で
行
う
こ
と
で
は
な
く
、
一
種

の
共

同
行
為
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
文
中
に
「
禰
宜
様
が
先
達
で
」
と
書
か
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
禰
宜
は
そ
の
共
同
行
為
の
先
達
を
務
め
る
の
で
あ

る
。
「
皆
が
体
中
に
力
を
入
れ
物
凄
い
目
付
き
を
し
て
い
た
」
と
い
う
記
述
か
ら
、

禰
宜
の
呪
術
が
村
人
の
共
同
観
念
の
う
え
に
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ

・
つ
。

　
文
中
の
「
御
輿
」
と
は
、
「
こ
し
だ
て
」
と
い
う
行
法
で
用
い
ら
れ
る
祭
具
で
あ
る
。

藁
を
束
ね
て
三
尺
ほ
ど
の
丸
い
輪
を
作
り
、
そ
れ
に
葉
つ
き
の
ヒ
ノ
キ
の
枝
を
付
け
、

タ
カ
ラ
と
称
す
る
御
幣
を
挿
す
。
こ
れ
に
懸
き
物
を
依
り
付
か
せ
て
、
川
原
ま
で
送

る
の
で
あ
る
。

　
類
似
の

も
の
に
は
、
山
梨
県
旧
秋
山
村
（
現
上
野
原
市
）
の
無
生
野
大
念
仏
の

「
ぶ
っ

ば

ら
い
」
と
称
す
る
病
人
祈
祷
で
用
い
ら
れ
る
「
輿
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
田

の
字
型

に
作
っ
た
藁
に
御
幣
九
本
を
挿
し
た
も
の
で
あ
る
。
祈
祷
の
あ
い
だ
は
枕
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

の
三
宝

に
置
か
れ
、
済
む
と
運
び
出
さ
れ
る
。

　
ま
た
「
た
て
ば
ら
い
ね
ぎ
」
と
は
、
太
夫
付
き
の
見
習
い
禰
宜
が
行
う
こ
と
で
、

太

夫
が
こ
の
禰
宜
に
御
幣
を
持
た
せ
て
葱
き
物
を
依
り
付
か
せ
、
送
る
の
で
あ
る
。

逓
き
物
が
依
り
付
く
と
、
無
意
識
の
う
ち
に
御
幣
が
揺
れ
動
き
、
上
記
の
よ
う
に
飛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

ぴ

あ
が
っ
た
り
、
「
土
間
に
足
を
つ
け
な
い
で
外
に
舞
い
出
」
て
い
っ
た
り
す
る
と

い
う
。

　
岡
松
浅
太
郎
太
夫
も
坂
上
力
太
郎
と
い
う
禰
宜
に
退
き
物
を
愚
け
て
送
り
出
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

「
た

て

ば

ら
い
」
の
行
法
を
行
な
っ
た
。

　
祈
祷
の

場
で
禰
宜
と
村
人
が
分
か
ち
合
う
共
同
観
念
に
つ
い
て
、
同
書
に
よ
っ
て

さ
ら
に
見
て
み
よ
う
。
以
下
は
「
ク
ダ
シ
ョ
ウ
」
と
い
う
遇
き
物
に
つ
い
て
の
記
述

で
あ
る
。　

又
、
く
だ
し
ょ
う
は
、
非
常
に
欲
が
強
い
も
の
と
通
念
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ

か

し
こ
、
病
人
に
と
り
つ
き
な
や
ま
さ
れ
る
。
往
時
は
熱
が
出
る
と
脳
へ
あ
が

る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
熱
が
出
て
ウ
ワ
ゴ
ト
を
言
う
と
、
「
そ
り
ゃ
、
又
く
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
印
］

し
ょ
う
が
と
り
つ
い
た
。
」
と
「
禰
宜
だ
。
法
円
ご
祈
と
う
だ
。
」
と
さ
わ
ぎ
た

て

る
。
病
人
は
子
供
の
頃
か
ら
の
潜
在
意
識
が
あ
る
か
ら
、
（
俺
に
は
、
く
だ

し
ょ
う
が
と
り
つ
い
た
）
と
思
い
込
み
、
必
然
的
に
突
拍
子
も
な
い
事
が
口
か

ら
出
ま
か
せ
に
出
る
。
一
同
は
背
筋
を
寒
く
し
て
頼
る
も
の
は
禰
宜
様
だ
け
と

な
る
。
（
中
略
）

　
つ
き
も
の
現
象
は
戦
後
ま
で
つ
づ
い
た
。
敗
戦
で
神
の
存
在
が
う
す
ら
ぐ
に

つ
れ

て
、
今
日
で
は
こ
の
現
象
も
皆
無
と
な
っ
た
。
病
人
、
そ
の
者
が
キ
ツ
ネ

ク
ダ
シ
ョ
ウ
に
な
り
き
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
精
神
を
か
え
る
こ
と
は
難
し
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

禰
宜

に
対
す
る
病
人
の
信
頼
感
と
禰
宜
の
威
厳
が
必
須
条
件
と
な
る
。

　

こ
こ
に
は
祈
祷
と
い
う
も
の
が
成
立
し
て
い
た
時
空
と
、
そ
れ
が
崩
れ
て
い
く
時

代
の
一
面
が
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
よ
う
。
禰
宜
と
村
人
は
、
こ
う
し
た
共
同
観
念
の

も
と
で
成
立
し
た
世
界
を
身
体
化
さ
れ
た
形
で
共
有
し
て
お
り
、
禰
宜
は
ま
さ
に
、

こ
う
し
た
世
界
の
中
の
存
在
と
し
て
祈
祷
を
執
り
行
う
の
で
あ
る
。
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一
一
草
木
綾
村
神
社
に
お
け
る
若
宮
祭
祀

　

こ
の
よ
う
な
神
霊
を
操
る
強
力
な
力
を
も
っ
て
い
た
禰
宜
は
、
神
に
近
い
存
在
と

し
て
恐
れ
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
神
名
帳
に
「
大
市
小
市
大
禰
宜
小
禰
宜
」
と
記

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
死
後
も
祀
り
鎮
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
と
考
え
ら
れ
た

の

で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
を
も
っ
と
も
よ
く
表
現
し
て
い
る
の
が
、
草
木
の
若
宮
祭
祀
で
あ
る
。

　
草
木
の
綾
村
神
社
の
社
殿
の
中
に
は
霜
月
祭
の
舞
堂
と
な
る
拝
殿
の
正
面
に
、
向

か
っ
て
左
の
綾
村
様
の
本
殿
を
は
じ
め
、
い
く
つ
か
の
小
祠
が
並
ん
で
い
る
。
そ
の

→
番
右
端
に
若
宮
が
あ
る
。

　
草
木
で
は
、
代
々
の
禰
宜
は
、
こ
の
若
宮
に
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
草
木
で
は
禰
宜
が
亡
く
な
る
と
ま
も
な
く
、
後
継
の
禰
宜
や
小
禰
宜
た
ち
が
お
勤

め

を
行
な
っ
て
、
禰
宜
の
死
霊
を
こ
の
若
宮
に
祀
る
の
で
あ
る
。
こ
の
禰
宜
死
霊
を

祀

る
こ
と
を
「
祀
り
こ
む
」
と
い
う
。
お
勤
め
に
は
般
若
心
経
が
唱
え
ら
れ
る
。

　
若
宮
の
ご
神
体
は
、
み
て
ぐ
ら
と
呼
ば
れ
る
御
幣
で
あ
り
、
霜
月
祭
で
新
し
い
幣

と
代
え
ら
れ
る
。

　
禰
宜
死
霊
は

本
名
○
○
を
と
っ
て
、
○
○
霊
神
と
名
づ
け
ら
れ
る
。

　
若
宮
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
代
々
の
禰
宜
が
霊
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
。

岡
松
浅
太
郎
、
森
口
等
、
若
宮
春
蔵
、
桐
山
重
吉

昔
の
禰
宜
と
し
て
は
、
長
太
夫
、
清
太
夫
な
ど

井上隆弘［三信遠における死霊祭儀］

写真10草木綾村神社の若宮

　

こ
れ
ら
の
禰
宜
死
霊
は
「
死
霊
様
」
と
呼
ば
れ
、
太
夫
（
禰
宜
）

に

よ
っ
て
大
切
に
祀
ら
れ
、
神
々
を
祀
る
と
き
に
も
、
若
宮
に
最
初

に

お
茶
が
上
げ
ら
れ
る
と
い
う
。

　
た
だ
し
、
禰
宜
死
霊
が
こ
の
よ
う
に
神
社
に
祀
ら
れ
た
か
ら
と

い

っ

て
、
以
下
の
事
例
の
よ
う
に
寺
と
の
関
係
を
離
れ
る
と
い
う
こ

　
　
　
　
　
（
6
8
）

と
は
な
か
っ
た
。

　
興
味
深
い

こ
と
に
、
広
島
県
備
後
中
部
の
甲
奴
地
方
に
は
、
こ
れ

と
類
似
し
た
若
宮
祭
祀
が
み
ら
れ
る
。

　
同
地
方
で
は
、
「
若
宮
ヅ
キ
」
と
呼
ば
れ
る
氏
神
の
神
役
に
携
わ
っ

て

き
た
家
柄
の
人
は
、
死
後
二
、
三
年
で
仏
教
的
な
供
養
を
離
れ
て

氏

神
社
に
新
若
宮
と
し
て
祀
ら
れ
た
。
そ
の
こ
と
を
「
祝
い
こ
む
」

と
か
「
祝
い
こ
め
る
」
と
称
し
て
い
る
。

　
新
若
宮
を
祀
る
儀
礼
を
「
若
宮
遊
び
」
と
呼
ん
だ
。
若
宮
遊
び
に

は
、
氏
子
各
戸
か
ら
米
二
合
ず
つ
を
出
し
合
い
、
御
霊
川
で
米
を
洗

い
飯

に
炊
い
て
若
宮
に
供
え
、
氏
子
一
同
共
食
す
る
。
祭
式
に
し
た
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が

い
、
若
宮
帳
を
読
み
上
げ
、
立
願
の
神
楽
を
奉
納
す
る
が
、
そ
の
な
か
で
も
「
悪

魔
祓
い
」
と
「
手
草
の
舞
」
を
も
っ
と
も
重
視
す
る
。
氏
子
は
太
鼓
を
打
っ
て
夜
も

す
が
ら
大
騒
ぎ
を
す
る
の
が
習
慣
で
あ
っ
た
。
招
魂
の
式
は
深
夜
の
丑
の
刻
に
行
わ

　
（
6
9
）

れ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
若
宮
祭
祀
は
地
域
的
な
違
い
は
あ
る
が
、
と
も
に
禰
宜
な
ど
の
祭
祀

者
の
死
霊
が
、
一
般
の
死
者
の
霊
と
は
別
に
、
祀
り
鎮
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
別

な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

3

在
地
の
念
仏
行
者
の
存
在
形
態

　
イ
　
新
細
阿
弥
陀
堂

　
水
窪
に
は
、
寺
院
の
他
に
小
字
ご
と
に
阿
弥
陀
堂
や
観
音
堂
な
ど
と
い
う
祠
堂
が

あ
り
、
村
人
に
よ
る
念
仏
行
事
な
ど
が
行
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
小
堂
は
、
こ
の
地
域

の
信
仰
に
重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
き
た
。

　
そ
の
代
表
的
な
事
例
と
し
て
西
浦
下
組
の
新
細
阿
弥
陀
堂
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。　

新
細
阿
弥
陀
堂
の
最
古
の
棟
札
に
は
「
慶
長
拾
七
壬
子
年
」
「
奉
再
興
阿
弥
陀
堂
」

と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
お
堂
が
近
世
初
頭
に
再
建
さ
れ
、
そ
の
建
立
は
中
世
末
期

に
遡
れ
る
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
。

　
ま
た
宝
暦
一
四
年
の
棟
札
に
は
、
「
氏
子
任
旧
例
彼
岸
念
仏
踊
長
尾
小
畑
神
原
水

久
保
向
市
場
令
執
行
」
と
あ
り
、
彼
岸
に
念
仏
踊
を
長
尾
、
小
畑
、
神
原
、
水
久
保
、

向
市
場
ま
で
踊
り
に
行
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
旧
例
に
任
せ
と
あ
る
こ
と
か

ら
、
そ
れ
が
古
く
か
ら
の
慣
行
で
あ
っ
た
こ
と
も
理
解
さ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
、
こ
の

阿
弥
陀
堂
が
念
仏
踊
の
総
元
締
め
で
あ
り
、
西
浦
の
氏
子
中
が
各
村
に
踊
り
に
行
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

て

い

た
こ
と
が
知
れ
る
と
い
う
。

　

こ
の
堂
は
、
阿
弥
陀
堂
と
い
い
な
が
ら
、
正
面
の
祭
壇
は
、
観
世
音
菩
薩
を
中
心

と
し
て
、
左
右
に
阿
弥
陀
如
来
、
薬
師
如
来
、
そ
の
他
諸
仏
の
木
像
を
配
し
て
い
る
。

左
右
の

端
に
は
念
仏
踊
を
創
始
し
た
と
さ
れ
る
右
衛
門
三
朗
・
五
朗
の
石
像
が
置
か

れ

る
。
こ
れ
は
本
来
は
堂
の
入
り
口
の
左
右
に
置
か
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

堂

は
近
年
改
築
さ
れ
た
が
、
元
は
方
三
間
ほ
ど
の
大
き
さ
で
あ
り
、
念
仏
道
場
の
古

い
形
を
と
ど
め
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
阿
弥
陀
堂
は
、
堂
守
を
務
め
る
別
当
を
代
々
お
い
て
い
た
。

　
初
代
の
別
当
と
さ
れ
る
の
は
、
念
仏
踊
を
創
始
し
た
と
さ
れ
る
右
衛
門
三
朗
（
元

禄
九
年
1
1
一
六
九
六
没
）
で
あ
る
。
そ
の
後
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
春
元
長
之

助
（
明
和
九
年
1
1
一
七
七
二
没
）
が
務
め
て
以
降
、
春
本
家
が
五
代
に
わ
た
っ
て
在

勤
。
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
に
沢
本
家
が
引
き
継
ぎ
、
現
在
は
五
代
目
の
千
年
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

が
別
当
を
務
め
て
い
る
。

　
ロ

　
阿
弥
陀
堂
別
当
に
み
る
在
地
の
念
仏
行
者
の
存
在
形
態

　
筆
者
が
二
〇
〇
六
年
八
月
一
五
日
、
阿
弥
陀
堂
を
訪
れ
た
と
き
は
、
ち
ょ
う
ど
別

当
の
沢
本
千
年
氏
が
お
盆
の
お
勤
め
を
行
な
っ
て
い
た
。

　
ま
ず
線
香
七
本
を
立
て
る
。
阿
弥
陀
如
来
以
下
の
お
堂
の
諸
仏
を
表
す
も
の
で
あ

ろ
う
。

　
そ
れ
か
ら
五
体
投
地
。

　
「
阿
弥
陀
様
、
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
唱
え
、
印
を
結
ぶ
。
そ
し
て
、
堂
内

の
諸
仏
の
名
を
次
々
と
唱
え
て
挨
拶
し
、
そ
れ
ら
の
印
を
結
ぶ
。

　
所
願
成
就
の
詞
を
唱
え
る
。

　
般
若
心
経
を
唱
え
る
。

　
観
音
経
を
唱
え
る
。

　

そ
れ
か
ら
諸
仏
の
真
言
を
唱
え
る
。
「
南
無
阿
弥
陀
様
に
は
、
オ
ン
ア
ミ
リ
タ
テ

イ
ゼ
イ
カ
ラ
ウ
ン
」
と
唱
え
、
以
下
薬
師
様
、
観
音
様
、
地
蔵
様
の
真
言
を
唱
え
る
。

そ
し
て
「
十
三
仏
に
は
南
無
阿
弥
陀
仏
」
、
以
下
、
右
衛
門
三
朗
様
、
右
衛
門
五
朗
様
、

諸
仏
諸
霊

に
た
い
し
、
そ
れ
ぞ
れ
南
無
阿
弥
陀
仏
を
唱
え
る
。

　
最
後
に
、
家
内
安
全
、
身
体
健
全
、
交
通
安
全
な
ど
を
祈
念
し
て
、
行
者
自
身
と
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写真11　印を結ぶ阿弥陀堂別当

参
拝
者
の
安
寧
を
祈
念
す
る
。
そ
し
て
数
珠
を
つ
か
ん
だ
両
手
を
激
し
く
上
下
さ
せ

て

カ
ー
ッ
と
大
声
を
発
し
て
終
わ
る
。

　

こ
の
お
盆
の
お
勤
め
は
別
当
家
の
行
事
で
あ
り
、
祭
式
は
別
当
が
自
分
な
り
に
考

え
た
も
の
と
い
う
が
、
印
を
結
び
、
真
言
を
唱
え
る
な
ど
、
き
わ
め
て
修
験
的
な
行

法
を
行
う
そ
の
姿
は
、
明
ら
か
に
、
こ
の
地
域
の
念
仏
行
者
の
姿
を
と
ど
め
る
も
の

で
あ
る
。

　
別
当
は
、
ふ
だ
ん
は
阿
弥
陀
堂
の
堂
守
を
務
め
、
盆
の
念
仏
踊
な
ど
に
は
重
要
な

役
割
を
は
た
す
。

　
別
当
は
念
仏
踊
に
お
い
て
、
阿
弥
陀
如
来
の
分
身
と
も
さ
れ
る
燈
篭
の
火
を
守
り
、

踊
り
の
中
心
に
立
つ
。
阿
弥
陀
様
の
燈
明
か
ら
火
を
も
ら
い
受
け
、
終
わ
っ
た
あ
と

返

す
の
は
別
当
の
役
割
で
あ
る
。
も
ら
い
受
け
る
と
き
に
別
当
は
般
若
心
経
を
唱
え

る
。　

ま
た
、
八
月
二
四
日
の
ウ
ラ
ボ
ン
は
阿
弥
陀
堂
で
行
わ
れ
る
施
餓
鬼
法
要
で
あ
る

が
、
こ
の
行
事
は
別
当
家
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
る
。

　
法
要
の
諸
式
は
永
泉
寺
の
住
職
が
出
向
い
て
行
う
が
、
そ
の
な
か
で
村
人
は
輪
に

な
っ
て
数
珠
を
繰
り
般
若
心
経
を
唱
え
る
。
こ
の
行
に
お
い
て
、
別
当
は
主
導
的
な

役
割
を
は
た
す
。

　
ま
た
法
要
の
最
後
に
は
、
次
の
よ
う
に
唱
え
ら
れ
る
。

別
当
　
沢
元
千
年
家
　
家
内
安
全
　
先
祖
代
々

西
浦
区
民
一
同
　
家
内
安
全
　
先
祖
代
々

西
浦
区
下
組
一
同
　
家
内
安
全
　
先
祖
代
々

並
二
本
日
参
詣
者
一
同
　
家
内
安
全
　
先
祖
代
々

　
参
詣
者
奉
納
者

右
各
々
家
内
安
全
身
体
健
全
厄
難
消
滅
心
願
成
就

　
諸
縁
如
意
吉
祥

　

こ
の
祈
願
文
か
ら
、
こ
の
法
要
の
施
主
が
第
一
に
別
当
家
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で

き
よ
う
。

　
沢
元
千
年
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
法
要
は
阿
弥
陀
堂
に
祀
ら
れ
た
阿
弥
陀
、
薬
師
、

観
音
の
供
養
の

た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
、
そ
れ
ら
の
仏
の
ご
縁
日
だ
と
い
う
。
か

つ
て

は
下
組
だ
け
で
な
く
、
西
浦
全
体
か
ら
参
拝
者
が
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
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か
ら
阿
弥
陀
堂
が
、

読
み
取
れ
よ
う
。

こ
の
地
域
の
念
仏
踊
り
の
信
仰
の
中
心
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が

　
こ
の
よ
う
な
盆
行
事
の
他
に
、
か
つ
て
は
村
人
の
さ
ま
ざ
ま
な
祈
願
が
阿
弥
陀
堂

で
行

わ
れ
た
。
例
え
ば
「
千
願
」
と
呼
ば
れ
る
祈
祷
は
、
病
気
平
癒
な
ど
を
祈
願
し

写真12百万遍念仏の数珠を飾っている新細阿弥陀堂

て

般
若
心
経
を
千
回
唱
え
る
も
の
で
、
例
え
ば
十
人
で
百
回
唱
え
れ
ば
千
回
と
い
う

ふ
う
に
数
え
る
と
い
う
。

　
別
当
の
沢
元
氏
は
般
若
心
経
を
重
視
し
て
お
り
、
自
身
の
息
災
の
た
め
に
毎
日
般

若
心
経
を
唱
え
な
が
ら
阿
弥
陀
堂
内
を
廻
る
と
い
う
。
ま
た
、
座
し
て
一
心
不
乱
に

心
経

を
唱
え
て
い
る
と
、
急
に
体
に
強
い
力
が
働
き
、
体
が
浮
き
上
が
る
と
い
う
。

ヨ
ー
ガ
の
行
者
な
ど
に
見
ら
れ
る
入
神
現
象
で
あ
ろ
う
。

　
水
窪
で
は
か
つ
て
百
万
遍
念
仏
も
病
気
平
癒
な
ど
を
祈
願
し
て
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。

阿
弥
陀
堂
に
は
、
百
万
遍
念
仏
に
用
い
ら
れ
る
手
作
り
の
大
き
な
数
珠
が
納
め
ら
れ

て

い
た
。

　

こ
う
し
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
祈
願
に
お
い
て
、
新
細
阿
弥
陀
堂
別
当
に
代
表
さ
れ
る

在
地
の
念
仏
行
者
は
中
心
的
な
役
割
を
は
た
し
た
の
で
あ
る
。

お

わ
り
に

　
以
上
み

て

き
た
よ
う
に
水
窪
に
お
け
る
霜
月
祭
と
念
仏
踊
は
、
非
常
に
類
似
し
た

性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

　
霜
月
祭
に
お
い
て
は
、
一
般
の
神
社
の
祭
神
の
他
に
地
神
、
荒
神
、
山
の
神
、
木

や

岩
や
川
の
精
霊
な
ど
の
崇
り
や
す
い
神
霊
が
祭
祀
対
象
と
し
て
重
視
さ
れ
た
。
そ

し
て
、
そ
れ
以
上
に
死
霊
、
な
か
で
も
、
も
っ
と
も
お
そ
る
べ
き
霊
格
と
考
え
ら
れ

て

い

た
禰
宜
死
霊
を
祀
り
鎮
め
る
こ
と
は
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
念
仏
踊
に
お
い
て
も
、
地
神
な
ど
の
荒
霊
の
鎮
魂
が
重
視
さ
れ
、
ま
た
禰
宜
死
霊

は
新
霊
、
祖
霊
と
は
区
別
さ
れ
る
特
別
な
存
在
で
あ
っ
た
。

　
両
者

を
つ
な
ぐ
も
の
は
、
そ
れ
ら
に
共
通
す
る
神
名
帳
で
あ
っ
た
。
そ
の
背
後
に

は
、
修
験
道
の
神
仏
習
合
の
信
仰
が
、
在
地
の
禰
宜
と
念
仏
行
者
を
つ
ら
ぬ
く
も
の

と
し
て
存
在
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
水
窪
に
お
け
る
霜
月
祭
と
念
仏
踊
は
、
死
霊
祭
儀
と
い
う
共
通
す
る

性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
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近
年
、
神
楽
祭
儀
の
深
層
に
あ
る
死
霊
鎮
魂
の
側
面
に
つ
い
て
照
明
が
あ
て
ら
れ

て

い

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
中
国
地
方
の
荒
神
神
楽
、
大
元
神
楽
な
ど
に
つ
い
て

の

知
見
が
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
中
国
地
方
の
神
楽
の
死
霊
祭
儀
は
、

地
神
と
祖
霊
の
強
力
な
結
び
つ
き
を
特
徴
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
水
窪
の
死

霊
祭
儀
に
お
い
て
は
禰
宜
死
霊
の
存
在
が
屹
立
し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

で
あ
ろ
う
。

　
霜
月
祭
や
念
仏
踊
と
と
も
に
、
草
木
に
お
け
る
若
宮
祭
祀
は
、
こ
う
し
た
禰
宜
死

霊
の
あ
り
方
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
禰
宜
死
霊
の
性
格
は
、
か
つ
て
の
ム
ラ
社
会
に
お
け
る
呪
的
カ
リ
ス
マ

と
し
て
の
禰
宜
の
反
映
に
ほ
か
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
近
隣
の
花
祭
、

霜
月
祭
な
ど
と
も
共
通
す
る
、
三
信
遠
の
在
地
の
信
仰
の
特
徴
と
い
え
る
の
で
は
な

い
か
。

　

こ
の
よ
う
に
水
窪
に
お
け
る
死
霊
祭
儀
の
解
明
は
、
三
信
遠
の
在
地
の
信
仰
の
根

底
に

あ
る
も
の
を
照
射
す
る
意
味
で
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

註（
1
）
　
渡
辺
伸
夫
「
遠
州
水
窪
の
霜
月
神
楽
」
『
演
劇
研
究
』
第
三
号
、
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
、

　
　
一
九
六
八
年
。

（
2
）
　
茂
木
栄
『
草
木
の
霜
月
神
楽
』
、
水
窪
町
教
育
委
員
会
、
一
九
八
六
年
。

（
3
）
　
池
原
真
「
調
査
報
告
・
草
木
霜
月
神
楽
－
静
岡
県
磐
田
郡
水
窪
町
草
木
」
『
神
語
り
研
究
』

　
　
第
三
号
、
神
語
り
研
究
会
、
一
九
八
九
年
。

　
　
　
同
「
「
玉
取
り
」
と
「
神
清
め
」
ー
静
岡
県
水
窪
町
草
木
霜
月
神
楽
に
見
る
湯
立
て
の
儀
礼

　
　
構
造
」
『
神
語
り
研
究
』
第
四
号
、
神
語
り
研
究
会
、
］
九
九
四
年
。

　
　
　
同
「
草
木
霜
月
神
楽
の
祭
祀
組
織
と
祭
祀
形
態
ー
オ
ヤ
カ
タ
の
神
役
の
祭
り
」
『
神
語
り
研
究
』

　
　
第
五
号
、
神
語
り
研
究
会
、
一
九
九
九
年
。

（
4
）
　
石
川
純
一
郎
「
静
岡
県
磐
田
郡
水
窪
町
有
本
の
念
仏
踊
」
『
民
俗
芸
能
研
究
』
第
五
号
、

　
　
一
九
八
七
年
。

（
5
）
　
坂
本
要
「
西
浦
の
大
念
仏
と
五
方
－
水
窪
大
念
仏
と
五
方
念
仏
　
そ
の
ー
ー
」
『
東
京
家
政

　

学
院
筑
波
短
期
大
学
紀
要
』
第
5
集
、
　
一
九
九
五
年
。

　
　
　

同
「
水
窪
の
大
念
仏
ー
水
窪
大
念
仏
と
五
方
念
仏
　
そ
の
2
ー
」
、
同
前
第
6
集
、

　
　
一
九
九
六
年
。

（
6
）
　
水
窪
町
教
育
委
員
会
『
水
窪
町
の
念
仏
踊
ー
調
査
報
告
書
1
』
一
九
九
七
年
。

（
7
）
　
拙
著
『
霜
月
神
楽
の
祝
祭
学
』
「
第
六
章
　
湯
立
・
穀
霊
・
死
霊
鎮
め
ー
二
つ
の
「
玉
取
り
」
ー
」
、

　
　
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
四
年
。

（
8
）
　
「
調
査
報
告
・
草
木
霜
月
神
楽
」
九
六
～
九
七
頁
。

（
9
）
　
池
原
氏
の
調
査
時
点
で
は
、
す
で
に
こ
れ
ら
の
次
第
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

（
1
0
）
　
「
「
玉
取
り
」
と
「
神
清
め
」
」
二
五
～
二
六
頁
参
照
。

（
1
1
）
　
表
紙
欠
。
「
神
名
帳
」
は
滝
沢
氏
に
よ
る
仮
称
。
こ
の
文
書
は
、
滝
沢
克
巳
家
で
五
代
前
の

　
　
禰
宜
を
し
て
い
た
儀
右
衛
門
（
梅
弥
）
が
使
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
現
存
す
る
太
夫
の
伝
本
と

　
　
比
較

し
て
詞
章
の
乱
れ
が
少
な
く
旧
態
を
伝
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
詞
章
内
容
か
ら
個
人

　
　
の
屋
敷
で
執
行
さ
れ
た
神
楽
で
用
い
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
全
文
を
「
資
料
紹
介
」
に
翻

　
　
刻
掲
載
し
た
。

（
1
2
）
草
木
特
有
の
神
役
に
つ
い
て
は
、
本
稿
、
④
の
2
の
「
ロ
　
祭
司
者
と
し
て
の
禰
宜
」
に
述

　
　
べ
た
。

（
1
3
）
　
「
調
査
報
告
・
草
木
霜
月
神
楽
」
一
二
一
頁
参
照
。

（
1
4
）
　
上
村
の
湯
立
祭
儀
に
つ
い
て
は
『
霜
月
神
楽
の
祝
祭
学
』
「
第
六
章
　
湯
立
・
穀
霊
．
死
霊

　
　
鎮
め
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
1
5
）
　
以
上
に
つ
い
て
、
く
わ
し
く
は
、
同
前
、
二
六
〇
～
二
六
四
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
1
6
）
　
「
調
査
報
告
・
草
木
霜
月
神
楽
」
、
＝
三
一
頁
参
照
。

（
1
7
）
　
三
浦
秀
宥
『
荒
神
と
ミ
サ
キ
ー
岡
山
県
の
民
間
信
仰
』
、
名
著
出
版
、
一
九
八
九
年
参
照
。

（
1
8
）
　
『
霜
月
神
楽
の
祝
祭
学
』
三
〇
〇
～
三
〇
六
頁
に
詳
述
し
た
。

（
1
9
）
　
岩
田
勝
『
神
楽
源
流
考
』
、
名
著
出
版
、
一
九
八
三
年
、
二
七
九
頁
。

（
2
0
）
　
同
前
、
二
八
九
頁
。

（2
1
）
　
同
前
、
三
二
六
頁
。

（
2
2
）
　
以
下
、
早
稲
田
大
学
民
俗
学
研
究
会
『
西
浦
の
民
俗
』
、
一
九
七
五
年
、
を
参
照
し
た
。
「
杉

　
　
下
高
市
氏
の
覚
書
」
も
同
報
告
書
に
よ
る
。

（
2
3
）
　
草
木
の
「
ぶ
た
い
」
と
同
様
、
本
来
は
神
子
入
り
儀
礼
と
し
て
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ

　
　
れ
に
つ
い
て
は
「
調
査
報
告
・
草
木
霜
月
神
楽
」
一
二
七
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
4
）
　
西
浦
の
お
施
餓
鬼
踊
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
二
〇
〇
七
年
の
調
査
に
も
と
つ
く
。

（
2
5
）
　
『
水
窪
ー
民
俗
資
料
緊
急
調
査
報
告
書
』
、
水
窪
町
教
育
委
員
会
、
一
九
六
八
年
、
一
四
〇
頁

　
　
参
照
。

（
2
6
）
　
西
浦
の
新
盆
踊
と
送
り
盆
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
二
〇
〇
六
年
の
調
査
に
も
と
つ
く
。

（
2
7
）
　
五
来
重
『
善
光
寺
ま
い
り
』
、
平
凡
社
、
一
九
八
八
年
、
お
よ
び
水
窪
町
教
育
委
員
会
『
水

　

窪
町
の
念
仏
踊
』
、
一
九
九
七
年
、
五
〇
頁
参
照
。

（
2
8
）
　
草
木
の
念
仏
踊
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
六
年
、
二
〇
〇
七
年
の
滝
沢
克
巳
氏
へ
の
聞
き
取
り

289



国立歴史民俗博物館研究報告

　第142集2008年3月

　
　
を
基
本
と
し
、
静
岡
県
史
民
俗
調
査
報
告
書
第
九
集
『
草
木
の
民
俗
』
、
静
岡
県
教
育
委
員
会
、

　
　
一
九
入
八
年
、
お
よ
び
『
水
窪
町
の
念
仏
踊
』
を
参
考
に
し
た
。

（2
9
）
　
『
水
窪
町
の
念
仏
踊
』
、
七
六
頁
参
照
。

（3
0
）
　
同
前
、
一
〇
一
頁
参
照
。

（
3
1
）
　
同
前
、
八
〇
頁
で
は
、
死
者
一
般
の
供
養
念
仏
と
し
て
い
る
。

（3
2
）
　
『
草
木
の
民
俗
』
、
二
〇
五
頁
参
照
。

（
3
3
）
　
『
水
窪
町
の
念
仏
踊
』
、
七
九
頁
の
表
の
「
送
り
盆
」
の
項
に
は
「
六
字
念
仏
」
の
記
述
は
な

　
　
い
。

（3
4
）
　
『
草
木
の
民
俗
』
、
二
〇
六
頁
参
照
。

（3
5
）
　
『
水
窪
町
の
念
仏
踊
』
、
八
一
頁
参
照
。

（3
6
）
　
同
前
、
五
〇
頁
参
照
。

（
3
7
）
　
同
前
、
七
一
～
七
二
頁
参
照
。

（
3
8
）
　
同
前
、
九
九
頁
参
照
。

（
3
9
）
　
坂
下
弁
蔵
『
消
え
た
村
栃
生
谷
』
、
五
一
頁
、
私
家
版
、
一
九
八
二
年
。

（
4
0
）
　
『
天
龍
村
史
』
下
巻
、
天
龍
村
、
二
〇
〇
〇
年
、
八
七
三
頁
参
照
。

（
4
1
）
　
中
村
浩
「
か
け
踊
り
を
見
る
1
遠
山
下
栗
」
『
芸
能
』
第
一
五
巻
八
号
参
照
。

（
4
2
）
　
中
村
浩
「
か
け
踊
り
を
見
る
ー
信
州
坂
部
」
『
芸
能
』
第
一
五
巻
六
号
参
照
。

（
4
3
）
　
『
水
窪
町
の
念
仏
踊
』
、
九
九
頁
参
照
。
有
本
の
念
仏
踊
は
離
村
に
よ
り
集
落
と
と
も
に
消
滅

　
　
し
た
。

（
4
4
）
　
『
水
窪
町
の
念
仏
踊
』
、
＝
一
五
頁
。
現
行
の
詞
章
は
こ
の
部
分
を
欠
い
て
い
る
。

　
　
　
な
お
水
窪
町
各
地
の
念
仏
踊
の
主
要
な
詞
章
は
同
書
に
採
録
さ
れ
て
い
る
。

（
4
5
）
　
「
西
浦
の
大
念
仏
と
五
方
ー
水
窪
大
念
仏
と
五
方
念
仏
　
そ
の
ー
ー
」
一
一
〇
頁
参
照
。

（
4
6
）
　
『
西
浦
の
民
俗
』
参
照
。

（
4
7
）
　
『
水
窪
町
の
念
仏
踊
』
八
〇
頁
参
照
。

（
4
8
）
　
同
前
、
三
八
頁
参
照
。

（
4
9
）
　
同
前
、
五
四
頁
参
照
。

（
5
0
）
　
『
水
窪
ー
民
俗
資
料
緊
急
調
査
報
告
書
』
、
＝
六
頁
参
照
。

（
5
1
）
　
『
草
木
の
民
俗
』
、
二
〇
七
頁
参
照
。

（
5
2
）
　
同
前
、
二
〇
入
頁
参
照
。

（
5
3
）
　
以
下
本
項
は
、
『
西
浦
の
民
俗
』
を
参
照
し
た
。

（
5
4
）
　
「
調
査
報
告
・
草
木
霜
月
神
楽
」
、
九
一
頁
参
照
。

（
5
5
）
　
以
上
、
滝
沢
克
己
氏
の
お
話
に
よ
る
。

（
5
6
）
　
『
消
え
た
村
栃
生
谷
』
、
＝
六
頁
。

（
5
7
）
　
山
本
ひ
ろ
子
氏
は
、
梅
津
神
楽
で
用
い
ら
れ
た
同
様
の
呪
具
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て

　
　
い
る
。

　
　
　
「
梅
津
神
楽
（
静
岡
県
榛
原
（
は
い
ば
ら
）
郡
）
で
か
つ
て
行
な
わ
れ
た
神
子
（
か
ん
ご
）

　
　
式
（
産
湯
式
＼
産
着
式
＼
三
笠
山
）
で
は
、
小
豆
の
入
っ
た
袋
が
特
殊
な
役
割
を
担
っ
た
。
袋

　
　
を
膝
の
下
に
当
て
て
三
笠
山
の
真
下
に
座
っ
た
神
子
（
立
願
者
の
子
供
）
の
上
に
、
三
笠
山
を

　
　
揺
ら
し
な
が
ら
降
ろ
し
、
引
き
上
げ
る
と
神
子
式
は
完
了
し
た
。
こ
の
豆
袋
も
、
呪
能
を
賦

　
　
活
・
継
承
す
る
、
一
種
の
「
法
の
枕
」
と
考
え
ら
れ
る
」
（
「
呪
術
と
神
楽
1
」
、
『
み
す
ず
』

　
　
一
九
九
八
年
二
月
）

（
5
8
）
　
山
本
ひ
ろ
子
「
花
祭
の
形
態
学
」
『
神
語
り
研
究
』
第
4
号
、
＝
二
八
頁
、
神
語
り
研
究
会
、

　
　
一
九
九
四
年
、
参
照
。

（5
9
）
　
「
調
査
報
告
・
草
木
霜
月
神
楽
」
、
九
二
頁
参
照
。

（6
0
）
　
『
霜
月
神
楽
の
祝
祭
学
』
、
二
七
一
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（6
1
）
　
『
草
木
の
民
俗
』
、
一
八
六
頁
参
照
。

（
6
2
）
　
八
木
洋
行
『
村
ご
と
の
舞
』
、
静
岡
新
聞
社
、
一
九
八
四
年
、
二
二
〇
頁
参
照
。

（6
3
）
　
『
消
え
た
村
栃
生
谷
』
、
四
四
頁
。

（
6
4
）
　
『
山
梨
県
無
形
文
化
財
指
定
無
生
野
大
念
仏
』
秋
山
村
教
育
委
員
会
、
一
九
八
〇
年
、
参
照
。

（
6
5
）
　
『
消
え
た
村
栃
生
谷
』
、
七
八
頁
。

（
6
6
）
　
以
上
、
「
こ
し
だ
て
」
と
「
た
て
ば
ら
い
」
に
つ
い
て
は
、
滝
沢
克
巳
氏
の
お
話
に
よ
る
。

（6
7
）
　
『
消
え
た
村
栃
生
谷
』
、
一
一
四
頁
。

（
6
8
）
　
以
上
、
滝
沢
克
巳
氏
の
お
話
に
よ
る
。

（
6
9
）
　
牛
尾
三
千
夫
『
神
楽
と
神
が
か
り
』
、
名
著
出
版
、
一
九
八
五
年
、
三
五
二
頁
参
照
。

（
7
0
）
　
『
水
窪
町
の
念
仏
踊
』
、
一
二
四
頁
参
照
。

（
7
1
）
　
同
前
、
三
四
頁
、
参
照
。

（民
俗
芸
能
学
会
会
員
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
研
究
協
力
者
）

　
（
二
〇
〇
七
年
九
月
十
四
日
受
理
、
二
〇
〇
八
年
二
月
二
十
八
日
審
査
終
了
）
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Rit皿als　fbr　the　Spirits　of　the　Dead　in　San－sllin－e皿：AComparative　Study　of　the

Shimotsuki－matsuri　and　Nembutsu－Odori　in　Misakubo－cho，　Hamamatsu　Cit況
Shizuoka　Prefbcture

INouE　Takahiro

　　　In　recent　years，　considerable　atten廿on　has　been　given　to　rituals　fbr　the　spirits　of　the　dead　that　lie　at　the　core　of

kagura　rituals．　In　an　earlier　work　entitled“Shimotsuki　kagura　no　shukusaigaku”（A　Study　of　Shimotsuki　Kagura

Festivals），the　allthor　has　identified　the　nature　of　rituals　perfbrmed　for　the　spirits　of　the　dead　which　are　deeply

rooted　in　YUdate　kagura　called　Shimotsuld－matsuH　in　Misakubひcho，　Shizuoka　Prefecture．　Based　on　this㎞ow1－

edge，　it　is　vital　that　compara6ve　research　is　conducted　between　kagura　and　Nembutsu－odori（Buddhist　prayer

dances），which　also　share　the　characteristic　of　rituals　fbr　the　spi亘ts　of　the　dead．

　　　In　this　paper，　the　author　sheds　light　on　the　dis廿nc6ve　characteris目cs　of　rituals　for　the　spirits　of　the　dead

shared　by　the　Shimotsuki－matsuri　and　Nembutsu－odori　in　Misakubo　by　making　a　comparison　of　the　structures　of

these　two　rituals．　A　further　aim　of　this　research　is　to　make　a　useful　contribution　to　research　on　kagura　and　Nem－

butsu－odori　in　San－shin－en．

　　　An　examination　of　the　Shimotsuld－matsuri　reveals　that　it　has　a　distinc6ve　duality　Shrine　registers　include　a　list

of　various　minor　divine　spirits，　such　as　mountains　and　rivers，　that　happen　to　be　easier　to　revere，　which　are　listed

separately　from　the　names　of　ordinary　dei6es．　A　distinc6ve　feature　of　the　register　in　Misakubo　is　that　it　of且cia豆ly

records　the　names　of　spirits　of　the　dead．　This　duality　is　also　fOund　in　YUdate　and　Kanli－okuri　rituals．　YUdate　for

worshipping　the　spirits　of　the　dead　and　k㎜i－okuri　rituals　which　send　off　the　spirits　of　the　dead　are　performed

while　maldng　a　clear　distinction　between　such　spirits　and　the　spirits　of　ordinary　deities．

　　　Nembutsu－odori　performed　in　Misakubo　is　also　distinctive　for　dances　like　the　Dainemblltsu，　in　which　the

register　c皿taining　the　names　of　deities　is　recited　as　in　the　Shimotsuki－matsuri．　While　the　Shinbon－odori　places

emphasis　on　the　recitation　of　a　service　fbr　ferocious　spirits，　in　other　dances　such　as　the　segaki－odori　and　okuri－

bon，　emphasis　is　given　to　reciting　the　names　of　deities．　Thus，　the　Nembutsu－odori　is　also　a　ritual　which　worships

and　placates　dei6es．　These　deities　include　minor　spirits　revered　locally，　as　well　as　various　spirits　of　the　dead．

　　　In　both　the　Shimotsuki－matsuri　and　the　Nembutsu－odo亘，　spirits　of　dead　priests　are　given　particular　weight

among　the　spirits　that　are　worshipped．　The　spi1うts　of　dead　priests　hold　a　special　place　in　the　register　of　deities，

and　in　the　okuri－bon　in　the　Nembutsu－odori　they　are　distinguished　from　other　spirits　of　the　dead　by　being　sent　off

at　the　beginning　of　the　Htua1．

　　The　inclusion　of　the　spirits　of　dead　priests　reflects　the　supernatural　powers　that　were　atロibuted　to　p㎡ests　in
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亘llage　communities．　Priests　recited　prayers　in　which　they　placated　various　spirits　and　got　rid　of　evil　spirits，　and　so

played　an　indispensable　role　in　the　daily　lives　of　the　villagers．

　　　We　may　conclude，　therefore，　the　special　status　given　to　the　spirits　of　dead　priests　is　a　distinctive飴ature　of　ritu－

als　for　the　spirits　of　the　dead　performed　in　San－shin－en　as　represented　by　Misakubo．
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