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佐
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　こ
れ
ま
で
の
民
俗
学
に
お
け
る
神
社
祭
祀
の
研
究
は
、
比
較
的
有
名
な
神
社
に
お
け
る
祭
祀
の
研

究
（
和
歌
森
太
郎
の
『
美
保
神
社
の
研
究
』
な
ど
）
と
、
小
さ
な
村
落
の
氏
神
の
祭
祀
の
研
究
（
肥

後
和
男
の
『
宮
座
の
研
究
』
な
ど
）
と
が
併
せ
行
な
わ
れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
前
者
の
よ
う
な
や
や

大
き
な
神
社
で
、
そ
の
神
社
に
所
属
す
る
神
職
集
団
が
存
在
し
な
が
ら
も
、
地
域
社
会
の
住
民
た
ち

が
参
加
し
て
継
承
さ
れ
て
き
て
い
る
歴
史
の
古
い
神
社
、
島
根
県
松
江
市
美
保
関
町
美
保
関
の
美
保

神
社
と
島
根
県
松
江
市
鹿
島
町
佐
陀
宮
内
の
佐
太
神
社
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
祭
祀
の
担
い
手
に
注
目
し

神
社
祭
祀
の
現
場
に
お
け
る
伝
承
の
力
を
め
ぐ
る
分
析
を
試
み
た
。
本
稿
の
主
要
な
論
点
は
、
以
下

の
三
点
で
あ
る
。
第
一
、
神
社
に
は
独
自
の
一
年
の
時
間
が
存
在
す
る
。
美
保
神
社
で
は
春
の
青
柴

垣
神
事
に
始
ま
り
、
冬
の
諸
手
船
神
事
に
終
わ
る
一
年
の
循
環
で
あ
り
、
佐
太
神
社
で
は
秋
の
御
座

替
え
神
事
で
清
め
ら
れ
た
後
、
一
一
月
の
神
在
祭
で
神
を
迎
え
て
新
し
い
一
年
が
始
ま
る
と
い
う
循

環
性
で
あ
る
。
第
二
、
美
保
神
社
の
青
柴
垣
神
事
と
諸
手
船
神
事
、
佐
太
神
社
の
御
座
替
え
神
事
と

神
在
祭
と
の
両
者
に
共
通
す
る
の
は
、
美
保
関
の
人
々
に
と
っ
て
は
春
の
青
柴
垣
神
事
を
行
な
う
こ

と
が
彼
ら
の
自
己
確
認
で
あ
り
、
そ
の
存
在
証
明
、
佐
太
神
社
で
は
御
座
替
え
神
事
と
七
座
神
事
、

そ
し
て
神
在
祭
を
行
な
う
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
た
め
に
、美
保
関
で
は
頭
筋
、

佐
太
神
社
で
は
社
人
と
い
う
伝
統
的
な
旧
来
の
家
柄
の
意
識
は
伝
え
な
が
ら
も
そ
れ
だ
け
に
こ
だ
わ

ら
ず
、
自
発
的
に
奉
仕
を
希
望
す
る
人
物
を
新
た
に
迎
え
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
祭
礼
の
伝
統
を
維

持
継
承
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。
第
三
、
神
社
祭
祀
は
そ
れ
に
携
わ
る
人
び
と
個
々
人
の
「
奉
仕

の
心
」
に
支
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
奉
仕
の
心
の
獲
得
の
た
め
に
は
、
集
団
的
に
共
有
さ
れ
る
一
定

の
環
境
設
定
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
個
々
人
の
初
発
の
意
思
と
そ
の
後
に
継
続
さ
れ
る

経
験
の
中
で
獲
得
さ
れ
る
技
術
と
信
念
と
に
よ
り
、
そ
れ
は
実
践
者
一
人
ひ
と
り
の
自
己
確
認
と
そ

の
存
在
証
明
と
も
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、神
社
祭
祀
の
伝
承
世
界
で
継
承
さ
れ
て
い
る
も
の
と
は
、

眼
に
見
え
る
技
術
や
技
能
で
あ
る
と
同
時
に
眼
に
見
え
な
い
意
識
や
心
意
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
れ
ら
の
伝
承
現
場
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
参
加
者
個
々
人
と
そ
の
集
団
的
な
思
惟
と

行
動
の
中
に
見
出
さ
れ
る
「
独
自
性
と
共
有
性
」
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
再
生
産
さ
れ
て
い
る
創
造

性
に
満
ち
た
伝
承
力
で
あ
る
。
そ
れ
は
明
治
初
年
の
社
人
組
織
の
解
体
と
い
う
神
事
祭
礼
の
伝
承
の

危
機
を
救
っ
た
力
で
も
あ
っ
た
。
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は
じ
め
に

　日
本
の
神
社
に
は
、
そ
の
歴
史
の
上
か
ら
み
て
も
、
そ
の
組
織
の
う
え
か
ら
み
て

も
、
実
に
多
様
な
形
態
が
存
在
す
る
。
歴
史
の
上
で
は
は
る
か
古
代
に
創
祀
さ
れ
、

そ
の
後
長
く
継
承
さ
れ
て
き
て
い
る
伊
勢
神
宮
や
出
雲
大
社
の
よ
う
な
古
社
も
あ
れ

ば
、
近
代
に
創
祀
さ
れ
た
明
治
神
宮
や
靖
国
神
社
も
あ
る
。
組
織
の
上
で
も
そ
れ
ら

大
規
模
で
専
門
の
神
職
集
団
が
歴
代
奉
仕
し
て
き
て
い
る
神
社
も
あ
れ
ば
、
個
々
の

村
落
の
氏
神
や
鎮
守
と
し
て
地
域
社
会
の
人
た
ち
が
そ
の
祭
祀
の
主
た
る
担
い
手
と

な
っ
て
い
る
神
社
も
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
民
俗
学
に
お
け
る
神
社
祭
祀
の
研
究
は
、

た
と
え
ば
和
歌
森
太
郎
の
『
美
保
神
社
の
研
究
』〔
国
書
刊
行
会

　一
九
五
五
年
〕
な

ど
の
よ
う
に
比
較
的
有
名
な
神
社
に
お
け
る
祭
祀
の
研
究
と
、
肥
後
和
男
の
『
宮
座

の
研
究
』〔
弘
文
堂

　一
九
四
一
年
〕
や
原
田
敏
明
の
『
村
の
祭
祀
』〔
中
央
公
論
社

一
九
七
五
年
〕
な
ど
の
よ
う
に
小
さ
な
村
落
の
氏
神
の
祭
祀
の
研
究
と
が
併
せ
行
な

わ
れ
て
き
た
。
筆
者
は
こ
れ
ま
で
後
者
の
よ
う
な
村
落
の
氏
神
の
宮
座
の
研
究
を
中

心
と
し
て
実
施
し
て
き
た
が
、
本
稿
で
は
前
者
の
よ
う
な
や
や
大
き
な
神
社
で
、
そ

の
神
社
に
所
属
す
る
神
職
集
団
が
存
在
し
な
が
ら
も
地
域
社
会
の
住
民
た
ち
が
参
加

し
て
継
承
さ
れ
て
き
て
い
る
比
較
的
歴
史
の
古
い
神
社
の
祭
祀
に
つ
い
て
調
査
と
分

析
を
試
み
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
こ
で
、
島
根
県
松
江
市
美
保
関
町
美
保
関
の

美
保
神
社
と
島
根
県
松
江
市
鹿
島
町
佐
陀
宮
内
の
佐
太
神
社
と
い
う
二
つ
の
神
社
に

注
目
し
て
み
る
。
な
お
、
本
稿
は
本
基
幹
研
究
へ
と
連
続
す
る
映
像
論
文
「
出
雲
の

神
々
と
祭
り
」
第
一
部
美
保
神
社
、
第
二
部
佐
太
神
社
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
民

俗
研
究
映
像
二
〇
〇
三
年
度
）
の
作
成
の
段
階
か
ら
継
続
し
て
い
る
調
査
内
容
を
も

と
に
論
文
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

❶
美
保
神
社
の
祭
礼

　関
の
五
本
松
で
知
ら
れ
る
美
保
関
の
美
保
神
社
は
美
穂
津
姫
命
と
事
代
主
神
を

祭
神
と
す
る
神
社
で
あ
り
、
全
国
の
漁
業
関
係
者
か
ら
あ
つ
い
信
仰
を
集
め
て
い

る
。
よ
く
知
ら
れ
た
大
規
模
な
祭
礼
は
四
月
七
日
の
青あ

お
ふ
し
が
き
し
ん
じ

柴
垣
神
事
と
一
二
月
三
日
の

諸も
ろ
た
ぶ
ね
し
ん
じ

手
船
神
事
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
記
紀
の
記
す
事
代
主
神
の
神
話
に
ち
な
む
神
事
と

し
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
歴
史
的
、
実
証
的
追
跡
は
文
献
資
料

の
不
足
か
ら
困
難
で
あ
る
。
現
在
の
年
間
祭
事
は
こ
の
二
つ
の
祭
礼
以
外
に
も
表
1

に
み
る
よ
う
に
非
常
に
多
く
複
雑
で
あ
る
。
こ
の
美
保
神
社
の
祭
祀
に
つ
い
て
の
研

究
と
し
て
は
前
述
の
和
歌
森
太
郎
の
そ
れ
が
つ
と
に
有
名
で
あ
る
が
、
筆
者
も
拙
稿

「
神
社
祭
祀
と
宮
座
運
営
―
美
保
神
社
の
祭
礼
の
分
析
か
ら
―
」〔『
宮
座
と
墓
制
の
歴

史
民
俗
』
吉
川
弘
文
館

　二
〇
〇
五
年
〕
を
提
出
し
て
主
と
し
て
宮
座
の
祭
祀
組
織
の

分
析
を
試
み
て
い
る
。
本
稿
は
そ
れ
に
続
い
て
美
保
神
社
の
祭
祀
を
支
え
る
人
び
と

の
行
動
と
心
意
に
注
目
し
そ
こ
か
ら
伝
承
を
支
え
る
力
に
つ
い
て
の
分
析
を
試
み
る

も
の
で
あ
る
。

　（1
）
宮
座
組
織
と
頭
家
の
位
置
づ
け

　
　
　
　

三
種
類
の
頭
家
・
頭
人

　
　美

保
神
社
の
祭
祀
は
、
神
社
の
神
職
組
織
が
執
行
す
る

と
同
時
に
、
美
保
関
の
住
民
た
ち
が
組
織
す
る
宮
座
が
参
加
す
る
と
い
う
両
者
の
協

業
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。
住
民
た
ち
の
宮
座
で
は
、
そ
の
構
成
員
で
あ
る

各
家
の
数
え
年
の
一
五
歳
以
上
の
男
子
は
、
四
月
の
青
柴
垣
神
事
が
終
わ
っ
て
一
の

頭
家
と
二
の
頭
家
の
二
名
の
神
籤
が
あ
が
っ
て
指
名
さ
れ
る
と
、
そ
の
頭
家
の
役
を

受
け
て
一
年
間
は
毎
日
美
保
神
社
に
参
拝
し
精
進
潔
斎
に
つ
と
め
て
、
翌
四
月
の
青

柴
垣
神
事
で
頭
家
を
つ
と
め
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
終
わ
る
と
準
官
と
な
る
。
そ
の

後
、
三
三
歳
か
ら
五
七
歳
ま
で
の
間
に
再
び
神
籤
が
あ
が
っ
て
客
人
頭
の
役
を
受
け

る
。
客
人
頭
も
一
年
間
は
毎
夜
神
社
に
参
拝
を
続
け
て
精
進
潔
斎
に
つ
と
め
る
。
そ

し
て
、
こ
れ
が
つ
と
め
終
わ
る
と
、
休
番
、
上
席
休
番
と
い
う
二
年
間
の
頭
人
見
習

い
期
間
が
あ
る
。
そ
し
て
、
三
年
目
に
頭
人
の
役
を
一
年
間
つ
と
め
る
。
そ
れ
に

よ
っ
て
上
官
と
な
り
、
そ
の
上
官
の
な
か
か
ら
六
名
が
世
話
人
と
し
て
選
ば
れ
て
、
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頭
家
、
客
人
頭
、
頭
人
の
助
言

者
と
な
り
、
神
事
の
世
話
を
す

る
。
そ
れ
は
図
1
に
示
す
と
お

り
で
あ
る
。

　こ
の
よ
う
に
美
保
神
社
の
祭

祀
に
奉
仕
す
る
住
民
た
ち
の
組

織
す
る
宮
座
に
は
、
青
柴
垣
神

事
の
中
心
と
な
る
二
人
の
頭
家

と
、
諸
手
船
神
事
の
中
心
と
な

る
客
人
頭
、
そ
れ
に
そ
れ
ら
を
含
め
た
宮
座
神
事
の
中
心
と
な
る
頭
人
と
、
あ
わ
せ

て
三
種
類
の
頭
家
・
頭
人
が
存
在
す
る
。
そ
の
関
係
は
複
雑
で
あ
り
、
慎
重
な
調
査

と
分
析
が
必
要
で
あ
る
。

和
歌
森
太
郎
の
解
釈

　
　和

歌
森
太
郎
の
『
美
保
神
社
の
研
究
』
で
は
そ
れ
ら
に
つ

い
て
、
青
柴
垣
神
事
の
頭
家
夫
婦
を
「
神
の
憑
依
役
」
と
し
て
神
聖
視
し
、
頭
人
と

い
う
の
は
後
次
的
に
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
和
歌
森
は
美
保
関
の

宮
座
で
は
一
の
頭
家
と
二
の
頭
家
お
よ
び
頭
人
も
「
神
主
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
、
一
の
頭
家
と
二
の
頭
家
に
つ
い
て
は
「
頭
家
神
主
」、
頭
人
に
つ
い
て

は
「
一
年
神
主
」
と
い
う
表
記
で
区
別
し
て
お
り
、
頭
家
が
主
と
な
る
青
柴
垣
神
事

に
お
け
る
頭
人
と
の
役
割
分
担
の
実
際
か
ら
、
頭
人
の
方
を
後
次
的
発
生
と
位
置
づ

け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
頭
家
神
主
と
呼
ば
れ
る
男
性
と
オ
ン
ド
（
小
忌
人
）

と
呼
ば
れ
る
そ
の
妻
と
の
夫
婦
二
人
と
、
ト
モ
ド
（
供
人
）
と
呼
ば
れ
る
娘
に
よ
っ

て
青
柴
垣
神
事
へ
の
奉
仕
が
行
な
わ
れ
る
点
に
注
目
し
て
、「
神
懸
か
る
者
と
し
て

の
オ
ン
ド
」
と
「
神
懸
か
ら
せ
る
司
祭
者
と
し
て
の
頭
家
神
主
」
と
い
う
関
係
性
で

そ
れ
を
読
み
解
こ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
司
祭
権
が
斎
家
た
る
頭
家
の
人
に
属

し
て
い
た
時
代
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
て
、
古
代
の
氏
族
社
会
に
お
い

て
族
長
が
司
祭
者
で
あ
っ
た
そ
の
あ
り
方
と
の
共
通
性
を
み
よ
う
と
し
て
い
た
。
和

歌
森
に
よ
れ
ば
、
古
代
、
神
が
一
族
集
団
の
氏
神
と
し
て
存
在
し
て
い
た
時
代
に
お

い
て
、
依
代
は
身
内
の
者
か
ら
選
ば
れ
、
そ
れ
を
中
心
に
祭
が
行
な
わ
れ
て
い
た

が
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
輪
番
制
を
も
っ
て
祭
祀
を
行
な
う
よ
う
に
変
化
し
て

い
っ
た
、
そ
し
て
、
中
世
以
来
、
一
般
に
年
寄
層
が
重
い
役
割
を
占
め
る
よ
う
に
な

る
と
、
成
年
期
に
入
る
段
階
に
お
い
て
は
神
饌
調
達
、
奉
幣
、
神
が
か
り
な
ど
斎
屋

の
主
と
し
て
の
頭
家
神
主
を
つ
と
め
、
次
に
オ
ト
ナ
に
入
る
段
階
に
お
い
て
は
神
事

主
宰
者
と
し
て
の
一
年
神
主
を
つ
と
め
る
よ
う
に
、
職
掌
分
担
が
な
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
だ
と
い
う
。
こ
の
和
歌
森
の
解
釈
は
、
氏
神
祭
祀
の
歴
史
的
変
遷
を
前
提

と
し
て
お
り
、
現
行
の
民
俗
と
し
て
の
頭
家
の
あ
り
方
に
古
代
の
祭
祀
者
の
姿
を
み

よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
古
代
か
ら
中
世
、
近
世
、
そ

し
て
近
現
代
へ
と
い
う
長
い
歴
史
的
変
遷
を
具
体
的
に
裏
づ
け
証
明
す
る
資
料
は
存

在
せ
ず
、
そ
の
解
釈
は
た
だ
推
測
に
よ
る
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

加
入
儀
礼
の
視
点
か
ら

　
　た

し
か
に
、
頭
家
が
青
柴
垣
神
事
に
お
い
て
は
白
粉
を

塗
り
、
目
を
閉
じ
て
大
棚
の
前
に
座
し
、
蝶ち

ょ
う
け
い形

の
扇
に
「
お
か
げ
」
を
込
め
て
は

次
々
と
参
拝
者
に
授
け
て
い
く
姿
や
、
御み

ふ
ね船

で
行
な
わ
れ
る
秘
儀
の
後
、
頭
家
に

向
っ
て
参
拝
者
た
ち
が
柏
手
を
打
ち
拝
む
姿
を
み
て
い
る
と
、
聖
な
る
神
役
を
つ
と

め
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
宮
座
組
織
に
お
け
る
頭
家
の
位

置
づ
け
を
よ
く
み
て
み
る
と
、
そ
れ
は
準
官
へ
の
加
入
儀
礼
と
し
て
の
神
が
か
り
体

験
と
い
う
意
味
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
ふ
つ
う
の
若
者
が
神
が
か
り

体
験
と
い
う
異
常
体
験
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
祭
り
役
の
宮
座
の
座
員
と
し
て

の
資
格
を
得
る
過
程
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　頭
屋
の
つ
と
め
の
後
に
そ
の
役
に
つ
く
客
人
頭
は
、
客
人
社
の
世
話
役
で
あ
り
諸

手
船
神
事
の
中
心
的
人
物
で
あ
る
。
こ
れ
も
重
い
役
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
宮
座
の
構

成
全
体
か
ら
み
れ
ば
、
次
に
頭
人
と
な
る
た
め
の
資
格
を
得
る
た
め
の
役
と
位
置
づ

け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
頭
家
も
客
人
頭
も
、
頭
人
の
総
括
の
も
と
で
宮
座

の
一
定
の
役
割
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
頭
人
の
役
割

で
さ
え
も
宮
座
の
組
織
全
体
の
な
か
で
み
る
な
ら
ば
、
次
の
上
官
へ
の
加
入
儀
礼
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

図1　美保神社の宮座組織
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頭
家
、
客
人
頭
、
頭
人
の
助
言

者
と
な
り
、
神
事
の
世
話
を
す

る
。
そ
れ
は
図
1
に
示
す
と
お

り
で
あ
る
。

　こ
の
よ
う
に
美
保
神
社
の
祭

祀
に
奉
仕
す
る
住
民
た
ち
の
組

織
す
る
宮
座
に
は
、
青
柴
垣
神

事
の
中
心
と
な
る
二
人
の
頭
家

と
、
諸
手
船
神
事
の
中
心
と
な

る
客
人
頭
、
そ
れ
に
そ
れ
ら
を
含
め
た
宮
座
神
事
の
中
心
と
な
る
頭
人
と
、
あ
わ
せ

て
三
種
類
の
頭
家
・
頭
人
が
存
在
す
る
。
そ
の
関
係
は
複
雑
で
あ
り
、
慎
重
な
調
査

と
分
析
が
必
要
で
あ
る
。

和
歌
森
太
郎
の
解
釈

　
　和

歌
森
太
郎
の
『
美
保
神
社
の
研
究
』
で
は
そ
れ
ら
に
つ

い
て
、
青
柴
垣
神
事
の
頭
家
夫
婦
を
「
神
の
憑
依
役
」
と
し
て
神
聖
視
し
、
頭
人
と

い
う
の
は
後
次
的
に
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
和
歌
森
は
美
保
関
の

宮
座
で
は
一
の
頭
家
と
二
の
頭
家
お
よ
び
頭
人
も
「
神
主
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
、
一
の
頭
家
と
二
の
頭
家
に
つ
い
て
は
「
頭
家
神
主
」、
頭
人
に
つ
い
て

は
「
一
年
神
主
」
と
い
う
表
記
で
区
別
し
て
お
り
、
頭
家
が
主
と
な
る
青
柴
垣
神
事

に
お
け
る
頭
人
と
の
役
割
分
担
の
実
際
か
ら
、
頭
人
の
方
を
後
次
的
発
生
と
位
置
づ

け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
頭
家
神
主
と
呼
ば
れ
る
男
性
と
オ
ン
ド
（
小
忌
人
）

と
呼
ば
れ
る
そ
の
妻
と
の
夫
婦
二
人
と
、
ト
モ
ド
（
供
人
）
と
呼
ば
れ
る
娘
に
よ
っ

て
青
柴
垣
神
事
へ
の
奉
仕
が
行
な
わ
れ
る
点
に
注
目
し
て
、「
神
懸
か
る
者
と
し
て

の
オ
ン
ド
」
と
「
神
懸
か
ら
せ
る
司
祭
者
と
し
て
の
頭
家
神
主
」
と
い
う
関
係
性
で

そ
れ
を
読
み
解
こ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
司
祭
権
が
斎
家
た
る
頭
家
の
人
に
属

し
て
い
た
時
代
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
て
、
古
代
の
氏
族
社
会
に
お
い

て
族
長
が
司
祭
者
で
あ
っ
た
そ
の
あ
り
方
と
の
共
通
性
を
み
よ
う
と
し
て
い
た
。
和

歌
森
に
よ
れ
ば
、
古
代
、
神
が
一
族
集
団
の
氏
神
と
し
て
存
在
し
て
い
た
時
代
に
お

い
て
、
依
代
は
身
内
の
者
か
ら
選
ば
れ
、
そ
れ
を
中
心
に
祭
が
行
な
わ
れ
て
い
た

が
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
輪
番
制
を
も
っ
て
祭
祀
を
行
な
う
よ
う
に
変
化
し
て

い
っ
た
、
そ
し
て
、
中
世
以
来
、
一
般
に
年
寄
層
が
重
い
役
割
を
占
め
る
よ
う
に
な

る
と
、
成
年
期
に
入
る
段
階
に
お
い
て
は
神
饌
調
達
、
奉
幣
、
神
が
か
り
な
ど
斎
屋

の
主
と
し
て
の
頭
家
神
主
を
つ
と
め
、
次
に
オ
ト
ナ
に
入
る
段
階
に
お
い
て
は
神
事

主
宰
者
と
し
て
の
一
年
神
主
を
つ
と
め
る
よ
う
に
、
職
掌
分
担
が
な
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
だ
と
い
う
。
こ
の
和
歌
森
の
解
釈
は
、
氏
神
祭
祀
の
歴
史
的
変
遷
を
前
提

と
し
て
お
り
、
現
行
の
民
俗
と
し
て
の
頭
家
の
あ
り
方
に
古
代
の
祭
祀
者
の
姿
を
み

よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
古
代
か
ら
中
世
、
近
世
、
そ

し
て
近
現
代
へ
と
い
う
長
い
歴
史
的
変
遷
を
具
体
的
に
裏
づ
け
証
明
す
る
資
料
は
存

在
せ
ず
、
そ
の
解
釈
は
た
だ
推
測
に
よ
る
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

加
入
儀
礼
の
視
点
か
ら

　
　た

し
か
に
、
頭
家
が
青
柴
垣
神
事
に
お
い
て
は
白
粉
を

塗
り
、
目
を
閉
じ
て
大
棚
の
前
に
座
し
、
蝶ち

ょ
う
け
い形

の
扇
に
「
お
か
げ
」
を
込
め
て
は

次
々
と
参
拝
者
に
授
け
て
い
く
姿
や
、
御み

ふ
ね船

で
行
な
わ
れ
る
秘
儀
の
後
、
頭
家
に

向
っ
て
参
拝
者
た
ち
が
柏
手
を
打
ち
拝
む
姿
を
み
て
い
る
と
、
聖
な
る
神
役
を
つ
と

め
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
宮
座
組
織
に
お
け
る
頭
家
の
位

置
づ
け
を
よ
く
み
て
み
る
と
、
そ
れ
は
準
官
へ
の
加
入
儀
礼
と
し
て
の
神
が
か
り
体

験
と
い
う
意
味
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
ふ
つ
う
の
若
者
が
神
が
か
り

体
験
と
い
う
異
常
体
験
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
祭
り
役
の
宮
座
の
座
員
と
し
て

の
資
格
を
得
る
過
程
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　頭
屋
の
つ
と
め
の
後
に
そ
の
役
に
つ
く
客
人
頭
は
、
客
人
社
の
世
話
役
で
あ
り
諸

手
船
神
事
の
中
心
的
人
物
で
あ
る
。
こ
れ
も
重
い
役
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
宮
座
の
構

成
全
体
か
ら
み
れ
ば
、
次
に
頭
人
と
な
る
た
め
の
資
格
を
得
る
た
め
の
役
と
位
置
づ

け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
頭
家
も
客
人
頭
も
、
頭
人
の
総
括
の
も
と
で
宮
座

の
一
定
の
役
割
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
頭
人
の
役
割

で
さ
え
も
宮
座
の
組
織
全
体
の
な
か
で
み
る
な
ら
ば
、
次
の
上
官
へ
の
加
入
儀
礼
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
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神
社
と
と
も
に
あ
る
日
常
生
活

　
　美

保
関
は
日
本
海
の
荒
波
を
避
け
る
天
然
の
立

地
に
あ
り
、
美
保
湾
へ
と
開
か
れ
た
湾
岸
の
美
保
神
社
の
近
く
に
集
落
が
あ
り
、
人

び
と
の
日
常
生
活
に
お
い
て
も
「
神
社
の
お
か
げ
」
と
い
う
こ
と
が
強
く
意
識
さ
れ

て
い
る
。
人
び
と
の
語
り
の
中
で
も
信
仰
的
な
要
素
が
色
濃
く
み
ら
れ
る
の
が
そ
の

特
徴
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
漁
船
を
出
し
て
出
漁
す
る
と
き
で
も
、
必
ず
船
上
か
ら

美
保
神
社
に
向
っ
て
柏
手
を
打
っ
て
拝
礼
を
行
な
い
、
帰
港
し
た
時
に
も
同
様
に
柏

手
を
打
っ
て
拝
礼
す
る
の
が
習
慣
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
神
社
の
前
を
通
る
と
き

に
も
ち
ょ
っ
と
頭
を
下
げ
て
拝
む
の
も
習
慣
と
な
っ
て
お
り
、
挨
拶
も
な
く
通
り
過

ぎ
る
者
は
い
な
い
。
神
社
の
御
供
の
お
下
が
り
は
「
お
か
げ
」
が
あ
る
と
い
っ
て
、

漁
に
出
る
と
き
や
旅
行
に
行
く
と
き
な
ど
に
、
そ
の
御
供
と
呼
ば
れ
る
米
を
少
し
ま

ぜ
て
炊
い
た
ご
飯
を
食
べ
て
い
く
。
そ
う
し
て
祈
願
し
て

い
る
の
で
事
故
に
は
決
し
て
あ
わ
な
い
と
い
う
。
こ
の
よ

う
に
美
保
関
の
人
び
と
の
日
々
の
生
活
は
美
保
神
社
と
と

も
に
営
ま
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
日
常

生
活
に
お
け
る
世
俗
的
な
経
済
活
動
と
神
社
へ
の
信
仰
や

祭
祀
へ
の
奉
仕
活
動
と
が
あ
た
か
も
入
れ
子
細
工
の
よ
う

に
組
み
合
わ
さ
っ
て
展
開
し
て
い
る
の
が
美
保
関
の
生
活

環
境
で
あ
り
、
そ
れ
が
背
景
と
な
っ
て
こ
そ
、
頭
家
の
神

が
か
り
と
い
う
よ
う
な
一
種
の
異
常
な
宗
教
的
体
験
も
共

有
的
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
も
の
と
観
察
さ
れ
る
。
一
五
歳

を
過
ぎ
た
若
者
が
一
人
前
の
宮
座
の
座
員
つ
ま
り
聖
な
る

神
祭
り
の
担
い
手
と
な
る
条
件
と
し
て
頭
家
の
役
と
神
が

か
り
的
体
験
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　（2
）
神
社
と
宮
座
と
の
関
係

　美
保
関
の
宮
座
は
美
保
神
社
と
い
う
古
社
と
と
も
に
存

在
し
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
神
社
と
宮
座
の

関
係
に
つ
い
て
分
析
を
行
な
っ
た
と
こ
ろ
、
以
下
の
よ
う
な
宮
座
の
成
員
、
頭
人
の

役
割
、
宮
座
と
神
社
、
宮
座
行
事
と
神
社
の
年
間
行
事
と
の
重
層
性
、
な
ど
に
つ
い

て
の
特
徴
を
析
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

宮
座
の
成
員

　
　宮

座
を
構
成
す
る
家
々
の
男
子
に
と
っ
て
は
じ
め
て
の
つ
と
め
と

な
る
の
が
前
述
の
よ
う
に
青
柴
垣
神
事
の
頭
家
で
あ
る
。
も
し
こ
の
神
籤
が
父
親
よ

り
も
息
子
に
先
に
あ
が
っ
た
場
合
、
子
供
の
ほ
う
が
父
親
よ
り
宮
座
内
で
の
臈
次
が

上
位
に
く
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
息
子
が
頭
家
を
つ
と
め
て
準
官

に
加
入
す
る
時
に
、
父
親
も
一
緒
に
準
官
に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
慣
例
が
作
ら

れ
て
お
り
、
こ
れ
を
ヒ
キ
ド
と
呼
ん
で
い
る
。
た
だ
し
、
次
の
準
官
の
中
か
ら
客
人

頭
の
神
籤
が
あ
が
る
と
き
時
に
は
、
本
人
が
客
人
頭
を
つ
と
め
る
意
思
を
明
確
に
し

写真1　青柴垣神事。大棚飾りの前の一の頭家と二の頭家。

写真2　御船からおりた頭家
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て
い
る
こ
と
が
条
件
で
あ
る
。

　準
官
へ
の
加
入
の
ヒ
キ
ド
願
い
を
上
官
と
準
官
と
で
確
認
す
る
と
、
そ
れ
を
頭
人

が
美
保
神
社
の
宮
司
に
提
出
し
て
、
神
社
側
の
検
討
を
経
て
承
認
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
五
月
五
日
の
神
迎
え
神
事
に
お
い
て
、
親
子
で
準
官
入
り
の

挨
拶
を
行
な
う
の
で
あ
る
。

頭
人
の
役
割

　
　客

人
頭
の
神
籤
が
あ
が
っ
て
、
一
年
間
精
進
潔
斎
し
て
客
人
頭
の

つ
と
め
を
果
た
し
た
そ
の
二
年
の
後
に
、
頭
人
を
つ
と
め
る
の
が
決
ま
り
で
あ
る
。

昭
和
三
八
年
（
一
九
六
三
）
ま
で
は
頭
人
に
な
る
と
、
四
月
一
一
日
に
自
宅
の
二
階

に
頭
人
宮
を
受
け
継
い
で
ま
つ
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
現
在
で
は
神
社
の
参
道
脇
に

あ
る
神
事
会
所
の
近
く
に
頭
人
宮
を
常
設
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
従
来
は
頭
人
を
つ

と
め
る
家
で
は
そ
の
よ
う
な
自
宅
の
設
営
が
求
め
ら
れ
、
か
つ
そ
れ
が
可
能
で
あ
っ

た
の
が
、
昭
和
三
八
年
こ
ろ
に
は
頭
人
の
家
筋
に
お
い
て
も
そ
れ
が
困
難
と
な
っ
て

き
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
現
在
で
は
、
四
月
一
一
日
に
そ
の
頭
人
宮
の
あ
ら
た
め
を

行
な
っ
た
後
、
神
事
会
所
に
頭
家
、
客
人
頭
、
休
番
、
上
席
休
番
ら
の
役
前
と
上
官

を
招
い
て
頭
人
の
烏
帽
子
着
の
祝
い
を
行
な
う
。
そ
し
て
そ
の
日
の
夜
に
、
拝
殿
で

旧
頭
人
の
納
め
の
神
楽
が
行
な
わ
れ
、
そ
の
後
、
頭
人
宮
で
世
話
人
の
立
会
い
の
も

と
、
新
旧
頭
人
の
間
で
、
頭
人
が
神
社
に
毎
晩
お
参
り
す
る
時
の
唱
え
言
が
間
違
い

な
く
唱
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
の
確
認
と
、
頭
人
の
妻
に
対
し
て
も
一
年
間
の
心
が
け

の
申
し
渡
し
が
行
な
わ
れ
る
。
そ
う
し
て
、
新
頭
人
は
黒
の
大
紋
に
着
物
を
着
替
え

て
帰
宅
す
る
。
そ
の
翌
一
二
日
に
は
、
美
保
神
社
の
宮
司
が
新
頭
人
に
頭
人
の
任
命

書
を
渡
す
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、宮
座
の
一
年
神
主
と
も
呼
ば
れ
る
頭
人
が
、

そ
の
四
年
前
に
宮
司
の
神
籤
に
よ
っ
て
決
ま
り
、
さ
ら
に
宮
座
の
世
話
人
に
よ
る
口

伝
の
確
認
や
披
露
目
が
行
な
わ
れ
た
後
に
、
神
社
よ
り
頭
人
の
辞
令
が
出
さ
れ
る
と

い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
任
命
書
に
つ
い
て
宮
司
に
よ
れ
ば
、
敬
神
講
社
の
大
世
話
係

と
し
て
美
保
神
社
を
信
仰
す
る
人
を
拡
張
す
る
任
を
託
す
意
味
が
あ
る
と
い
う
。

　美
保
神
社
は
漁
業
関
係
者
か
ら
の
あ
つ
い
信
仰
を
集
め
て
い
る
が
、
な
か
で
も
桐

箱
に
納
め
ら
れ
て
封
印
さ
れ
て
い
る
波な

み
き
り
ご
へ
い

剪
御
幣
は
と
く
に
重
要
な
御
幣
と
さ
れ
て
い

る
。
し
か
も
こ
れ
は
か
つ
て
は
頭
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、
全
国
に
発
送
さ
れ
て
い
た

と
い
う
伝
承
が
聞
か
れ
る
。
頭
人
に
は
そ
の
祈
念
料
で
な
か
な
か
の
高
収
入
が
得
ら

れ
た
と
い
う
。
ま
た
、
戦
時
中
に
は
出
征
兵
士
の
写
真
を
添
え
た
手
紙
が
全
国
か
ら

頭
人
の
も
と
へ
送
ら
れ
て
き
て
武
運
長
久
の
祈
念
が
依
頼
さ
れ
た
り
、
氏
子
か
ら
特

別
に
祈
念
を
頼
ま
れ
る
と
「
御
伺
い
」
と
い
っ
て
、
頭
人
は
夜
中
に
潮
か
き
を
し
て

神
社
へ
の
参
拝
を
し
た
。
そ
し
て
「
お
さ
と
し
」
が
出
る
ま
で
何
度
も
繰
り
返
し
た

と
い
う
。「
お
さ
と
し
」
が
出
な
い
と
「
見
え
な
い
」
と
い
っ
て
ま
た
海
に
入
っ
て

潮
を
か
き
、
そ
れ
か
ら
神
社
へ
の
参
拝
を
行
な
っ
て
い
た
と
い
う
夫
や
父
親
の
思
い

出
を
語
る
人
が
い
ま
も
少
な
く
な
い
。

　し
か
し
、
戦
前
、
現
宮
司
の
先
代
に
あ
た
る
横
山
清
丸
宮
司
の
時
に
、
氏
子
側
の

組
織
を
神
社
の
傘
下
に
入
れ
る
改
革
を
進
め
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
頭
人
の
波
剪
御

幣
も
こ
の
と
き
神
社
へ
と
委
譲
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
頭
人
の

役
割
の
一
部
が
美
保
神
社
の
宮
司
の
役
割
へ
と
移
行
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
和
歌
森

太
郎
は
前
掲
書
で
「
今
日
、
一
部
の
氏
子
の
意
識
乃
至
主
張
で
は
、
一
年
神
主
こ
そ

昔
は
こ
の
神
社
の
正
神
主
で
あ
り
、
今
の
宮
司
の
す
る
よ
う
な
こ
と
を
嘗
て
は
し
て

い
た
の
だ
と
い
う
。
事
実
、
昔
一
年
神
主
が
な
し
て
い
た
こ
と
を
今
で
は
宮
司
が
行

な
っ
て
い
る
面
も
あ
る
こ
と
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
か
と
い
っ
て
横
山
家
が
一

年
神
主
に
全
く
と
っ
て
代
わ
っ
た
と
は
す
ぐ
に
言
い
き
れ
ぬ
も
の
が
あ
る
」（
九
四

ペ
ー
ジ
）
と
慎
重
な
言
い
方
を
し
な
が
ら
も
、
昭
和
二
〇
年
前
後
の
聞
き
取
り
か

ら
、
青
柴
垣
神
事
の
と
き
一
の
頭
家
と
二
の
頭
家
と
に
上
官
を
二
分
す
る
人
別
け
の

儀
や
四
月
八
日
の
後
宴
祭
に
お
い
て
新
客
人
頭
を
決
め
る
神
籤
の
振
り
上
げ
は
も
と

は
一
年
神
主
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
た
と
記
述
し
て
い
る
。

　頭
筋
の
家
々
が
組
織
し
て
い
る
宮
座
と
、
宮
司
を
中
心
と
す
る
神
社
側
と
、
両

者
の
間
の
確
執
は
明
治
時
代
に
も
あ
っ
た
こ
と
が
氏
子
側
に
は
言
い
伝
え
ら
れ
て
い

る
。
福
間
和
子
氏
（
大
正
一
四
年
〈
一
九
二
五
〉
生
ま
れ
）
は
夫
の
宏
氏
（
大
正

一
五
年
〈
一
九
二
六
〉
生
ま
れ
）
か
ら
「
美
保
神
社
に
反
旗
を
翻
し
て
で
き
た
の
が

頭
人
に
代
表
さ
れ
る
頭
家
制
度
だ
と
聞
い
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
何
度
も
聞
か
さ
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て
い
る
こ
と
が
条
件
で
あ
る
。

　準
官
へ
の
加
入
の
ヒ
キ
ド
願
い
を
上
官
と
準
官
と
で
確
認
す
る
と
、
そ
れ
を
頭
人

が
美
保
神
社
の
宮
司
に
提
出
し
て
、
神
社
側
の
検
討
を
経
て
承
認
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
五
月
五
日
の
神
迎
え
神
事
に
お
い
て
、
親
子
で
準
官
入
り
の

挨
拶
を
行
な
う
の
で
あ
る
。

頭
人
の
役
割

　
　客

人
頭
の
神
籤
が
あ
が
っ
て
、
一
年
間
精
進
潔
斎
し
て
客
人
頭
の

つ
と
め
を
果
た
し
た
そ
の
二
年
の
後
に
、
頭
人
を
つ
と
め
る
の
が
決
ま
り
で
あ
る
。

昭
和
三
八
年
（
一
九
六
三
）
ま
で
は
頭
人
に
な
る
と
、
四
月
一
一
日
に
自
宅
の
二
階

に
頭
人
宮
を
受
け
継
い
で
ま
つ
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
現
在
で
は
神
社
の
参
道
脇
に

あ
る
神
事
会
所
の
近
く
に
頭
人
宮
を
常
設
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
従
来
は
頭
人
を
つ

と
め
る
家
で
は
そ
の
よ
う
な
自
宅
の
設
営
が
求
め
ら
れ
、
か
つ
そ
れ
が
可
能
で
あ
っ

た
の
が
、
昭
和
三
八
年
こ
ろ
に
は
頭
人
の
家
筋
に
お
い
て
も
そ
れ
が
困
難
と
な
っ
て

き
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
現
在
で
は
、
四
月
一
一
日
に
そ
の
頭
人
宮
の
あ
ら
た
め
を

行
な
っ
た
後
、
神
事
会
所
に
頭
家
、
客
人
頭
、
休
番
、
上
席
休
番
ら
の
役
前
と
上
官

を
招
い
て
頭
人
の
烏
帽
子
着
の
祝
い
を
行
な
う
。
そ
し
て
そ
の
日
の
夜
に
、
拝
殿
で

旧
頭
人
の
納
め
の
神
楽
が
行
な
わ
れ
、
そ
の
後
、
頭
人
宮
で
世
話
人
の
立
会
い
の
も

と
、
新
旧
頭
人
の
間
で
、
頭
人
が
神
社
に
毎
晩
お
参
り
す
る
時
の
唱
え
言
が
間
違
い

な
く
唱
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
の
確
認
と
、
頭
人
の
妻
に
対
し
て
も
一
年
間
の
心
が
け

の
申
し
渡
し
が
行
な
わ
れ
る
。
そ
う
し
て
、
新
頭
人
は
黒
の
大
紋
に
着
物
を
着
替
え

て
帰
宅
す
る
。
そ
の
翌
一
二
日
に
は
、
美
保
神
社
の
宮
司
が
新
頭
人
に
頭
人
の
任
命

書
を
渡
す
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、宮
座
の
一
年
神
主
と
も
呼
ば
れ
る
頭
人
が
、

そ
の
四
年
前
に
宮
司
の
神
籤
に
よ
っ
て
決
ま
り
、
さ
ら
に
宮
座
の
世
話
人
に
よ
る
口

伝
の
確
認
や
披
露
目
が
行
な
わ
れ
た
後
に
、
神
社
よ
り
頭
人
の
辞
令
が
出
さ
れ
る
と

い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
任
命
書
に
つ
い
て
宮
司
に
よ
れ
ば
、
敬
神
講
社
の
大
世
話
係

と
し
て
美
保
神
社
を
信
仰
す
る
人
を
拡
張
す
る
任
を
託
す
意
味
が
あ
る
と
い
う
。

　美
保
神
社
は
漁
業
関
係
者
か
ら
の
あ
つ
い
信
仰
を
集
め
て
い
る
が
、
な
か
で
も
桐

箱
に
納
め
ら
れ
て
封
印
さ
れ
て
い
る
波な

み
き
り
ご
へ
い

剪
御
幣
は
と
く
に
重
要
な
御
幣
と
さ
れ
て
い

る
。
し
か
も
こ
れ
は
か
つ
て
は
頭
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、
全
国
に
発
送
さ
れ
て
い
た

と
い
う
伝
承
が
聞
か
れ
る
。
頭
人
に
は
そ
の
祈
念
料
で
な
か
な
か
の
高
収
入
が
得
ら

れ
た
と
い
う
。
ま
た
、
戦
時
中
に
は
出
征
兵
士
の
写
真
を
添
え
た
手
紙
が
全
国
か
ら

頭
人
の
も
と
へ
送
ら
れ
て
き
て
武
運
長
久
の
祈
念
が
依
頼
さ
れ
た
り
、
氏
子
か
ら
特

別
に
祈
念
を
頼
ま
れ
る
と
「
御
伺
い
」
と
い
っ
て
、
頭
人
は
夜
中
に
潮
か
き
を
し
て

神
社
へ
の
参
拝
を
し
た
。
そ
し
て
「
お
さ
と
し
」
が
出
る
ま
で
何
度
も
繰
り
返
し
た

と
い
う
。「
お
さ
と
し
」
が
出
な
い
と
「
見
え
な
い
」
と
い
っ
て
ま
た
海
に
入
っ
て

潮
を
か
き
、
そ
れ
か
ら
神
社
へ
の
参
拝
を
行
な
っ
て
い
た
と
い
う
夫
や
父
親
の
思
い

出
を
語
る
人
が
い
ま
も
少
な
く
な
い
。

　し
か
し
、
戦
前
、
現
宮
司
の
先
代
に
あ
た
る
横
山
清
丸
宮
司
の
時
に
、
氏
子
側
の

組
織
を
神
社
の
傘
下
に
入
れ
る
改
革
を
進
め
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
頭
人
の
波
剪
御

幣
も
こ
の
と
き
神
社
へ
と
委
譲
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
頭
人
の

役
割
の
一
部
が
美
保
神
社
の
宮
司
の
役
割
へ
と
移
行
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
和
歌
森

太
郎
は
前
掲
書
で
「
今
日
、
一
部
の
氏
子
の
意
識
乃
至
主
張
で
は
、
一
年
神
主
こ
そ

昔
は
こ
の
神
社
の
正
神
主
で
あ
り
、
今
の
宮
司
の
す
る
よ
う
な
こ
と
を
嘗
て
は
し
て

い
た
の
だ
と
い
う
。
事
実
、
昔
一
年
神
主
が
な
し
て
い
た
こ
と
を
今
で
は
宮
司
が
行

な
っ
て
い
る
面
も
あ
る
こ
と
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
か
と
い
っ
て
横
山
家
が
一

年
神
主
に
全
く
と
っ
て
代
わ
っ
た
と
は
す
ぐ
に
言
い
き
れ
ぬ
も
の
が
あ
る
」（
九
四

ペ
ー
ジ
）
と
慎
重
な
言
い
方
を
し
な
が
ら
も
、
昭
和
二
〇
年
前
後
の
聞
き
取
り
か

ら
、
青
柴
垣
神
事
の
と
き
一
の
頭
家
と
二
の
頭
家
と
に
上
官
を
二
分
す
る
人
別
け
の

儀
や
四
月
八
日
の
後
宴
祭
に
お
い
て
新
客
人
頭
を
決
め
る
神
籤
の
振
り
上
げ
は
も
と

は
一
年
神
主
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
た
と
記
述
し
て
い
る
。

　頭
筋
の
家
々
が
組
織
し
て
い
る
宮
座
と
、
宮
司
を
中
心
と
す
る
神
社
側
と
、
両

者
の
間
の
確
執
は
明
治
時
代
に
も
あ
っ
た
こ
と
が
氏
子
側
に
は
言
い
伝
え
ら
れ
て
い

る
。
福
間
和
子
氏
（
大
正
一
四
年
〈
一
九
二
五
〉
生
ま
れ
）
は
夫
の
宏
氏
（
大
正

一
五
年
〈
一
九
二
六
〉
生
ま
れ
）
か
ら
「
美
保
神
社
に
反
旗
を
翻
し
て
で
き
た
の
が

頭
人
に
代
表
さ
れ
る
頭
家
制
度
だ
と
聞
い
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
何
度
も
聞
か
さ
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れ
た
と
い
う
。
明
治
以
降
の
国
家
神
道
の
体
制
下
で
、
伝
統
的
な

宮
座
祭
祀
と
神
社
経
営
と
の
間
で
少
な
か
ら
ぬ
軋
轢
が
あ
っ
た
こ

と
が
推
察
さ
れ
る
。

宮
座
と
神
社

　
　こ

の
よ
う
に
宮
座
の
組
織
と
運
営
に
対
す
る
神

社
側
か
ら
の
関
与
に
つ
い
て
み
る
と
、
頭
家
や
客
人
頭
を
決
め
る

神
籤
の
振
上
げ
や
頭
人
の
任
命
な
ど
が
宮
司
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ

る
点
、
ま
た
ヒ
キ
ド
と
呼
ば
れ
る
方
式
に
よ
る
新
し
い
宮
座
の
成

員
の
承
認
も
最
終
的
に
は
宮
司
の
判
断
に
よ
る
点
、
な
ど
か
ら
、

現
状
と
し
て
は
、
神
社
の
宮
司
、
禰
宜
以
下
の
神
職
組
織
の
存
在

を
宮
座
の
上
位
組
織
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

神
社
と
宮
座
の
年
間
祭
事

　
　美

保
神
社
の
主
な
年
間
祭
事
（
表

1
）
と
宮
座
の
年
間
祭
事
（
表
2
）
を
整
理
し
て
み
る
と
、
美
保

神
社
の
代
表
的
な
神
事
で
あ
る
青
柴
垣
神
事
の
日
に
は
神
社
で
は

例
祭
（
大
祭
）
が
行
な
わ
れ
、
諸
手
船
神
事
の
日
に
は
新
嘗
祭

（
大
祭
）
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
五
月
の
神
迎
え
神
事
、
八

月
の
虫
探
神
事
は
神
社
の
祭
事
暦
の
な
か
で
も
古
伝
祭
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
神
社
で
行
な
わ
れ
る
神
事
で
あ

る
と
同
時
に
宮
座
の
神
事
で
も
あ
り
、
そ
れ
ら
が
重
層
的
な
組
織

関
係
で
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　美
保
神
社
の
祭
祀
は
、
明
治
以
前
に
は
、
横
山
宮
司
家
を
中
心

に
社
家
屋
敷
、
社
人
屋
敷
（
五
軒
）、
巫
女
屋
敷
（
五
軒
）
の
人
々

に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
き
た
。
巫
女
の
家
は
、
奥
市
、
宮
市
、
雅

楽
（
う
た
）、
音
頭
（
お
ん
ど
う
）、
周
防
（
す
お
う
）
の
五
軒
で

あ
っ
た
が
、
雅
楽
は
中
世
に
絶
え
て
明
治
以
前
は
四
軒
で
伝
承
さ

れ
て
き
て
い
た
が
、
現
在
で
は
青
柴
垣
神
事
と
諸
手
船
神
事
の
神

饌
の
調
理
を
周
防
家
と
宮
市
家
で
奉
仕
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

美
保
関
は
漁
業
が
中
心
で
あ
り
、
水
田
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
御

月　日 祭　典　名
12 船霊社祭
14 天王社祭
16 幸魂社祭

　旧 6．14 沖ノ御前大漁祈願祭
　旧 6．15 恵美須社祭（清水ケ浦）
　旧 6．15 和多津見社祭
　旧 6．17 筑紫社祭
　8．     1 月首祭、浜恵美須社祭

7 虫探神事＊〈古〉、月次祭
22 糺社祭

　9．     1 月首祭
7 月次祭

15 敬老祭
23 秋分祭

　10．   1 月首祭
7 月次祭

10 体育祭
15 漁幸祭＊
17 神宮祭
28 久具谷社祭

　11．   1 月首祭
3 明治祭
7 月次祭

23 勤労感謝祭
28 地主社祭

　12．   1 月首祭、天神社祭
3 新嘗祭＊、諸手船神事＊
7 月次祭

13 水産神社例祭
23 天長祭
25 大麻頒布祭、釜祓祈祷
31 大祓式＊、神楽納、大御饌供進

月　日 祭　典　名
　1．    1 歳旦祭（併）元三祈願祭＊

2 日供始祭（併）元三祈願祭＊
3 元始祭（併）元三祈願祭＊
4 新年大御饌撤下〈古〉
7 月次祭、昭和天皇遥拝式

13 水産神社初恵美須社、初恵美須社
14 望粥献上、爆竹式＊〈古〉
15 成人式

　2．    1 月首祭
3 節分祭＊（朝の儀・夕の儀）〈古〉
7 月次祭

11 紀元祭＊
初午 初午献供

17 祈年祭（併）敬神講社春季大祭
22 糺社祭

　3．    1 月首祭
7 月次祭

21 春分祭
　4．    1 月首祭

3 神武天皇祭遥拝式
7 例祭、青柴垣神事＊

13 漁幸祭＊
28 久具谷社祭

　5．    1 月首祭、客社祭
3 憲法記念祭
5 神迎え神事＊〈古〉、子供祭
7 月次祭

　6．    1 月首祭（併）五穀豊穣祈願始祭
5 端午の節供粽献上
7 月次祭

30 五穀豊穣祈願終了奉告祭、大祓祭＊
　7．    1 月首祭

7 月次祭、市恵美須社祭

表1　美保神社の主な年間祭事

平成 11 年美保神社祭事暦より作成　＊印は宮座の行事としても位置づけられているもの　
なお毎月 1 日の月首祭と 7 日の月次祭には頭人が参列する。　〈古〉：古伝祭
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月　日 行　事　内　容
   4.　 7
         8
         9
       11

       12
       13
   5.　 1
         5

   6.  30
   8.   7

 10.  15
 12.   1
         2
         3

         4
       31
   1.　 1
         2
         3
       14
　 2． 3
旧 1． 5
        11
　 3.  30
        31

   4.　1

         2

         3
         4
         5

         6

         7

青柴垣神事の頭家の当差し
客人当の当差し
一度祭
新頭人の引継ぎ。

御注連掛け（頭家宅）。新頭人が頭人宮を引継ぎ、神事会所で烏帽子着の祝いを行なう。神社で頭人の納ノ神楽が
行なわれた後、頭人宮への新旧頭人が参籠し、世話人の立会いのもと唱え言の確認と頭人の心構えが言い渡される。

宮司により大世話係（頭人）の任命がなされ、新頭人見参神楽が催される。
漁幸祭
御注連掛け（頭人宅）
神迎神事。

午前 3 時に神職、頭人以下役前が船に乗って、沖の御前と呼ばれる小島に行き御注連掛けを行なう。4 時半頃、正
装した小忌人らの出迎えを受け、神社で御祈念神楽があげられる。午後 1 時頃後宴祭が行なわれる。

大祓式
虫探神事、氏子祭。

神社の拝殿で巫女が神社の神宝である面をつけて舞った後、宮司がそれを和紙でふいて、あらためて納める。頭人
以下役前はこれに参列した後、頭人宮に下がって、御神体の面を出して和紙でふいて再び納める。

漁幸祭
御注連掛け（頭人宅・客人頭宅）。諸手船神事行事に入る
宵祭
午前 9 時 30 分、新嘗祭。
11 時 30 分、客人社祭。

頭人、客人頭ほか役前が神社に参集し、神職らと客人社へ参進する。
午後 1 時 30 分より諸手船神事。

上官と準官は神事会所で芋膳と甘酒等をいただき、神社に昇殿する。神籤によりマッカ持ち1人、大櫂1人、大脇1人、
櫂子（かこ）6 人ずつ 2 組が決められる。会所に下がって、着替えて、再度神社に集合する。宮司が宮の灘で見守
るなか、二船によって船漕ぎ競争が行なわれる。マッカ持ちが二の鳥居まで走り、神職にマッカを渡すと、もう一
度船漕ぎの競争が行なわれ、大櫂役の者が宮司に「タカー三度、乗って参って候」と告げると、宮司が「タカー三
度、目出とう候」と答える。この応答の後、港廻りが行なわれる。

一度祭
大祓式
歳旦祭、元三祈願祭
元三祈願祭
元三祈願祭
爆竹祭
節分祭
頭人習始
紀元祭
青柴垣神事に入る。上準官帳届を出す
神楽参篭（頭人、両当家）。両当家は午後、下灘で潮掻きを行なう

夜 11 時と 12 時頃、「明日は御祭初めで御座るトーメー」と言いながらふれる。
御祭初め。

午後 1 時、役前と上官が神社所用の場所へ参集する。上官は礼服を着用する。
人別式。一の頭家の世話人と二の頭家の世話人と上官が立会い、頭家の縁故調べを行ない、宮司の裁断によって上
官を一の頭家の手伝いと二の頭家の手伝いとにわける。その後、御酒、御飯、ご馳走がふるまわれる。
神事会所に御棚を組み立てる。当家は青柴垣上準官帳（案内帳）を作成する。
粉砕を行なう。

仕事日。上官と準官が神事用祭具を作る。
揉火で一の頭家、二の頭家が餅を搗く。餅が搗けるまでに竹の串など祭具を作る。また午前 9 時頃、両当家は弁天
島に船で行き、トコロ（野老）芋を洗う。

仕事日。上官と準官が竹細工と紙細工を作る。
仕事日。これまでに作った竹細工の籠に餅を入れる。
午前中、両当家は才浦に行き、潮掻きを行なう。
午後、1 時頃から頭人以下上準官の総振舞が神事会所で行なわれる。

神事会所入口に男柱が建てられ、夕刻、社務所からオーハギ（御祓解）と呼ばれる御幣が下がる。午後 6 時から養
成部で習礼が行なわれる。頭家と客人当の志願帳届けを作成する。

朝 9 時より神事会所に御棚飾りを行なう。
両当家が相互に御棚を拝礼する。頭家で烏賊・昆布と御酒、芋膳が振舞われる。その後養成部で飯酒の馳走があり、
午後2時頃解散となる。そして夜、神社で宵祭が行なわれ、その後、蝶形の扇を御船に乗せて一晩籠る御船神事が行なわれる。

「明日は御祭で御座る。トーメー」と言って祭りの始まりが知らされる。
大祭。青柴垣神事。

午前 8 時から頭家と小忌人、供人は大棚の前に正座して、人々の参拝を受ける。頭家は蝶形の扇を次 と々手に持ち、次々
と崇敬者に頒布する。外では、10 時から警固が七度半の使いを始める。七度半の時に二の頭家が神門まで宮司を迎えに
上がる。神事会所において御注連掛けが行なわれ、烏賊・昆布と御酒、芋膳が出され、終わると神立となる。御鉾を解き、
一の頭家と二の頭家が奉幣の練習を行ない、それぞれの御船へ乗る。小忌人は白い被ぎをかぶり、達者に背負われて、供
人とともに乗船する。御船での秘儀が終わると、拝殿で頭家の奉幣の式が行なわれる。この後、宮司によって頭家の当差し
が行なわれ、達者が当りの家へ当指餅を届ける。新頭家は潮かきをして、裃を着け、六社参りを行ない、神事会所に来る。
その後、頭人をはじめ上官と準官が新しい頭家の家にお祝いに行く。

この他、毎月１日深夜零時に頭人は頭人宮を開けに行き、烏賊・昆布、御神酒を上げる。その日は氏子が頭人宮に参拝する。

表2　宮座の年間祭事
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月　日 行　事　内　容
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         3
         4
         5

         6

         7

青柴垣神事の頭家の当差し
客人当の当差し
一度祭
新頭人の引継ぎ。

御注連掛け（頭家宅）。新頭人が頭人宮を引継ぎ、神事会所で烏帽子着の祝いを行なう。神社で頭人の納ノ神楽が
行なわれた後、頭人宮への新旧頭人が参籠し、世話人の立会いのもと唱え言の確認と頭人の心構えが言い渡される。

宮司により大世話係（頭人）の任命がなされ、新頭人見参神楽が催される。
漁幸祭
御注連掛け（頭人宅）
神迎神事。

午前 3 時に神職、頭人以下役前が船に乗って、沖の御前と呼ばれる小島に行き御注連掛けを行なう。4 時半頃、正
装した小忌人らの出迎えを受け、神社で御祈念神楽があげられる。午後 1 時頃後宴祭が行なわれる。

大祓式
虫探神事、氏子祭。

神社の拝殿で巫女が神社の神宝である面をつけて舞った後、宮司がそれを和紙でふいて、あらためて納める。頭人
以下役前はこれに参列した後、頭人宮に下がって、御神体の面を出して和紙でふいて再び納める。

漁幸祭
御注連掛け（頭人宅・客人頭宅）。諸手船神事行事に入る
宵祭
午前 9 時 30 分、新嘗祭。
11 時 30 分、客人社祭。

頭人、客人頭ほか役前が神社に参集し、神職らと客人社へ参進する。
午後 1 時 30 分より諸手船神事。

上官と準官は神事会所で芋膳と甘酒等をいただき、神社に昇殿する。神籤によりマッカ持ち1人、大櫂1人、大脇1人、
櫂子（かこ）6 人ずつ 2 組が決められる。会所に下がって、着替えて、再度神社に集合する。宮司が宮の灘で見守
るなか、二船によって船漕ぎ競争が行なわれる。マッカ持ちが二の鳥居まで走り、神職にマッカを渡すと、もう一
度船漕ぎの競争が行なわれ、大櫂役の者が宮司に「タカー三度、乗って参って候」と告げると、宮司が「タカー三
度、目出とう候」と答える。この応答の後、港廻りが行なわれる。

一度祭
大祓式
歳旦祭、元三祈願祭
元三祈願祭
元三祈願祭
爆竹祭
節分祭
頭人習始
紀元祭
青柴垣神事に入る。上準官帳届を出す
神楽参篭（頭人、両当家）。両当家は午後、下灘で潮掻きを行なう

夜 11 時と 12 時頃、「明日は御祭初めで御座るトーメー」と言いながらふれる。
御祭初め。

午後 1 時、役前と上官が神社所用の場所へ参集する。上官は礼服を着用する。
人別式。一の頭家の世話人と二の頭家の世話人と上官が立会い、頭家の縁故調べを行ない、宮司の裁断によって上
官を一の頭家の手伝いと二の頭家の手伝いとにわける。その後、御酒、御飯、ご馳走がふるまわれる。
神事会所に御棚を組み立てる。当家は青柴垣上準官帳（案内帳）を作成する。
粉砕を行なう。

仕事日。上官と準官が神事用祭具を作る。
揉火で一の頭家、二の頭家が餅を搗く。餅が搗けるまでに竹の串など祭具を作る。また午前 9 時頃、両当家は弁天
島に船で行き、トコロ（野老）芋を洗う。

仕事日。上官と準官が竹細工と紙細工を作る。
仕事日。これまでに作った竹細工の籠に餅を入れる。
午前中、両当家は才浦に行き、潮掻きを行なう。
午後、1 時頃から頭人以下上準官の総振舞が神事会所で行なわれる。

神事会所入口に男柱が建てられ、夕刻、社務所からオーハギ（御祓解）と呼ばれる御幣が下がる。午後 6 時から養
成部で習礼が行なわれる。頭家と客人当の志願帳届けを作成する。

朝 9 時より神事会所に御棚飾りを行なう。
両当家が相互に御棚を拝礼する。頭家で烏賊・昆布と御酒、芋膳が振舞われる。その後養成部で飯酒の馳走があり、
午後2時頃解散となる。そして夜、神社で宵祭が行なわれ、その後、蝶形の扇を御船に乗せて一晩籠る御船神事が行なわれる。

「明日は御祭で御座る。トーメー」と言って祭りの始まりが知らされる。
大祭。青柴垣神事。

午前 8 時から頭家と小忌人、供人は大棚の前に正座して、人々の参拝を受ける。頭家は蝶形の扇を次 と々手に持ち、次々
と崇敬者に頒布する。外では、10 時から警固が七度半の使いを始める。七度半の時に二の頭家が神門まで宮司を迎えに
上がる。神事会所において御注連掛けが行なわれ、烏賊・昆布と御酒、芋膳が出され、終わると神立となる。御鉾を解き、
一の頭家と二の頭家が奉幣の練習を行ない、それぞれの御船へ乗る。小忌人は白い被ぎをかぶり、達者に背負われて、供
人とともに乗船する。御船での秘儀が終わると、拝殿で頭家の奉幣の式が行なわれる。この後、宮司によって頭家の当差し
が行なわれ、達者が当りの家へ当指餅を届ける。新頭家は潮かきをして、裃を着け、六社参りを行ない、神事会所に来る。
その後、頭人をはじめ上官と準官が新しい頭家の家にお祝いに行く。

この他、毎月１日深夜零時に頭人は頭人宮を開けに行き、烏賊・昆布、御神酒を上げる。その日は氏子が頭人宮に参拝する。

表2　宮座の年間祭事
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に
伝
え
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
四
月
一
一
日
の
夜
、
頭
人
宮
で
世
話
人
の
立
会

い
の
も
と
で
確
認
が
行
な
わ
れ
る
。

　旧
暦
の
頃
に
は
こ
の
よ
う
に
正
月
が
明
け
る
と
す
ぐ
に
新
し
い
頭
人
の
修
行
が
始

ま
り
、
旧
暦
三
月
三
日
の
桃
の
節
供
の
季
節
に
青
柴
垣
神
事
が
行
な
わ
れ
て
宮
座
の

一
年
が
始
ま
り
、
旧
暦
霜
月
の
中
の
午
の
日
に
冬
の
諸
手
船
神
事
が
行
な
わ
れ
て
宮

座
の
一
年
が
終
わ
る
と
い
う
リ
ズ
ム
が
あ
っ
た
。
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
の
新

暦
採
用
の
後
も
し
ば
ら
く
は
こ
の
旧
暦
で
年
間
行
事
は
執
行
さ
れ
て
い
た
が
、
明
治

一
八
年
（
一
八
八
五
）
に
国
幣
中
社
に
昇
格
し
た
後
、
青
柴
垣
神
事
は
新
暦
の
四
月

七
日
に
、
諸
手
船
神
事
は
一
二
月
三
日
に
固
定
さ
れ
、
伝
統
的
な
季
節
感
が
失
わ
れ

た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
現
在
も
頭
人
の
口
伝
伝
授
だ
け
は
旧
暦
正
月
に
行
な
わ
れ
て

い
る
。
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
美
保
神
社
の
一
年
は
、
旧
暦
三
月
の
青
柴

垣
神
事
で
一
年
が
始
ま
り
旧
暦
十
一
月
の
諸
手
船
神
事
で
一
年
が
終
わ
る
と
い
う
循

環
で
あ
る
。
正
月
を
中
心
と
し
て
一
年
が
め
ぐ
る
一
般
的
な
年
間
暦
の
循
環
で
は
な

く
、
美
保
神
社
に
は
美
保
神
社
の
春
三
月
と
冬
霜
月
と
に
基
準
を
お
く
固
有
の
一
年

の
循
環
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　（3
）
平
成
九
年
の
改
革
と
宮
座
の
現
在

頭
筋
の
解
放

　
　美

保
関
の
宮
座
の
改
革
は
近
年
で
は
平
成
七
年
（
一
九
九
五
）

頃
か
ら
何
段
階
か
に
分
け
て
行
な
わ
れ
て
き
た
が
、
と
く
に
平
成
一
〇
年

（
一
九
九
八
）
の
美
保
神
社
の
遷
宮
を
控
え
て
平
成
九
年
（
一
九
九
七
）
に
は
大
き

な
改
革
が
行
な
わ
れ
た
。昭
和
三
十
年
代
か
ら
四
十
年
代
の
高
度
経
済
成
長
期
以
降
、

美
保
関
で
は
人
口
が
減
少
し
て
青
柴
垣
神
事
の
頭
家
の
候
補
者
が
い
な
く
な
り
、
一

度
頭
家
を
経
験
し
た
準
官
の
な
か
か
ら
仮
頭
家
を
出
す
年
が
続
く
よ
う
に
な
っ
て
き

て
い
た
が
、
祭
り
を
継
続
す
る
た
め
に
、
従
来
、
頭
筋
と
呼
ば
れ
る
約
百
戸
の
家
々

に
限
ら
れ
て
い
た
株
を
氏
子
の
希
望
者
に
解
放
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
ま
で
に
も
頭
筋
外
の
者
が
自
分
の
子
供
に
も
祭
り
に
参
加
さ
せ
た
い
と
い
う
希
望

を
出
し
て
い
た
が
、
頭
筋
の
家
々
は
そ
れ
を
拒
否
し
て
き
て
い
た
。
し
か
し
、
頭
筋

供
が
供
え
ら
れ
る
の
は
、
近
世
に
は
松
江
藩
か
ら
祭
祀
料
が
奉
納
さ
れ
て
い
た
た
め

で
あ
る
。
現
在
は
氏
子
が
米
を
用
意
し
、
神
社
の
方
で
切
り
餅
や
ミ
カ
ン
、
蝋
燭
、

甘
酒
な
ど
を
用
意
し
て
い
る
。

宮
座
の
一
年

　
　こ

こ
で
宮
座
の
一
年
を
概
観
し
て
み
る
。
宮
座
の
年
間
行
事
の
な

か
で
、
四
月
一
一
日
、
五
月
一
日
、
一
二
月
一
日
に
御
注
連
掛
け
と
い
う
行
事
が
行

な
わ
れ
て
い
る
。
世
話
人
が
、
四
月
一
一
日
は
翌
年
の
青
柴
垣
神
事
の
頭
家
と
頭
人

の
家
の
神
棚
に
注
連
縄
を
か
け
、
五
月
一
日
は
五
日
の
神
迎
え
神
事
を
前
に
頭
人
の

家
の
神
棚
に
注
連
縄
を
か
け
、
一
二
月
一
日
は
三
日
の
諸
手
船
神
事
を
前
に
客
人
頭

の
家
と
頭
人
の
家
の
神
棚
に
注
連
縄
を
か
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
注
連
縄
に
よ
っ
て

そ
れ
ぞ
れ
の
神
事
の
主
催
者
の
家
を
表
わ
し
て
い
る
と
い
え
る
。
な
お
、
青
柴
垣
神

事
の
直
前
、
英
月
五
日
に
頭
家
（
現
在
は
神
事
会
所
）
の
入
口
に
男
柱
が
建
て
ら
れ

る
と
、そ
こ
に
は
オ
ー
ハ
ギ
と
呼
ば
れ
る
御
幣
が
神
社
か
ら
届
け
ら
れ
て
飾
ら
れ
て
、

清
浄
な
結
果
が
示
さ
れ
る
。

　ま
た
、
こ
れ
ら
青
柴
垣
神
事
と
神
迎
え
神
事
と
諸
手
船
神
事
の
直
会
に
お
い
て
は

御
神
酒
の
ほ
か
に
甘
酒
が
用
い
ら
れ
る
が
、
青
柴
垣
神
事
の
甘
酒
は
頭
家
が
、
神
迎

え
神
事
の
甘
酒
は
頭
人
が
、
そ
し
て
諸
手
船
神
事
の
甘
酒
は
客
人
頭
が
そ
れ
ぞ
れ
つ

く
っ
て
、
振
舞
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　そ
し
て
四
月
七
日
の
青
柴
垣
神
事
後
の
九
日
と
、
一
二
月
三
日
の
諸
手
船
神
事
の

翌
四
日
に
は
、
世
話
人
が
主
宰
す
る
一い

ち
ど
ま
つ
り

度
祭
が
行
な
わ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
つ
と
め
を

果
た
し
た
頭
家
と
客
人
頭
の
家
で
行
な
わ
れ
る
祭
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
神
社
の

関
与
は
な
い
。
こ
れ
は
す
り
こ
ぎ
を
男
根
に
見
立
て
て
、
そ
れ
を
浴
衣
に
包
ん
で
頭

家
の
妻
に
抱
か
せ
る
性
的
な
要
素
が
み
ら
れ
る
祭
り
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
頭
家
の

慎
み
が
解
か
れ
る
こ
と
を
表
現
し
て
お
り
、
頭
家
の
つ
と
め
が
無
事
に
終
わ
っ
た
こ

と
を
家
族
に
も
実
感
さ
せ
る
意
味
も
含
ま
れ
た
祭
り
で
あ
る
。

　旧
正
月
五
日
に
新
し
い
頭
人
の
習な

ら
い
ぞ初

め
が
行
な
わ
れ
る
。
頭
人
が
新
し
い
頭
人
に

毎
日
の
神
社
参
詣
の
際
に
、
鳥
居
、
境
内
の
末
社
、
拝
殿
な
ど
で
そ
れ
ぞ
れ
唱
え
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
祈
り
の
言
葉
を
口
伝
で
教
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
口
伝
が
正
確
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と
い
う
家
筋
を
重
視
し
て
い
て
は
祭
り
が
成
り
立
た
な
く
な
る
危
機
的
状
況
を
む
か

え
て
、
頭
筋
の
家
々
も
株
を
解
放
し
て
、
座
の
祭
り
か
ら
氏
子
の
祭
り
に
変
え
る
こ

と
で
意
見
が
一
致
し
た
の
で
あ
る
。

　頭
筋
と
い
う
の
は
旧
家
で
あ
り
、
頭
筋
で
あ
る
こ
と
が
一
つ
の
格
を
あ
ら
わ
し
て

い
た
。「
頭
を
開
く
こ
と
は
大
事
な
こ
と
だ
。
大
切
な
祭
だ
」
と
折
に
ふ
れ
て
家
族

に
語
っ
て
き
て
い
る
家
と
そ
れ
を
語
る
こ
と
の
な
い
家
と
が
あ
る
が
、
実
際
に
頭

家
、
頭
人
を
つ
と
め
て
み
る
と
、
家
の
雰
囲
気
の
よ
う
な
も
の
で
差
が
で
て
く
る
と

感
じ
て
い
る
年
配
の
人
も
多
い
。

　そ
れ
以
前
か
ら
宮
座
の
担
い
手
た
ち
の
事
情
に
合
わ
せ
て
変
更
が
重
ね
ら
れ
な
が

ら
伝
承
さ
れ
て
き
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
前
述
の
よ
う
に
、
現
在
、
神

社
の
参
道
の
西
側
に
あ
る
頭
人
宮
は
、
昭
和
三
七
年
（
一
九
六
二
）
ま
で
は
頭
人
の

自
宅
の
二
階
の
八
畳
の
部
屋
に
ま
つ
ら
れ
、
毎
月
一
日
、
七
日
、
一
五
日
、
二
八
日

に
は
大
勢
の
参
拝
客
が
来
て
参
拝
し
た
も
の
だ
と
い
う
。
し
か
し
、
頭
人
の
自
宅
を

使
用
し
に
く
く
な
っ
て
き
た
た
め
に
常
設
の
頭
人
宮
が
建
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
同

じ
頃
、青
柴
垣
神
事
も
一
の
頭
家
、二
の
頭
家
そ
れ
ぞ
れ
の
家
に
大
棚
を
飾
っ
て
人
々

の
参
詣
を
受
け
神
事
を
行
な
っ
て
い
た
の
が
、
両
頭
家
合
わ
せ
て
神
事
会
所
に
大
棚

を
飾
っ
て
神
事
を
行
な
い
、
直
会
も
合
同
で
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　そ
し
て
や
は
り
昭
和
四
〇
年
頃
ま
で
は
、
頭
家
、
客
人
頭
、
頭
人
は
潮
か
き
と
い

え
ば
本
当
に
海
水
に
入
っ
て
身
を
清
め
て
か
ら
神
社
へ
の
日
参
を
行
な
っ
て
い
た

が
、
そ
れ
も
風
呂
場
で
湯
を
浴
び
る
よ
う
に
簡
略
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
美
保
関
の
人

び
と
は
こ
れ
ら
頭
家
、
客
人
頭
、
頭
人
を
「
神
主
さ
ん
」
と
呼
ぶ
が
、
そ
の
頃
ま
で

は
「
神
主
さ
ん
」
た
ち
が
日
参
す
る
時
間
に
は
遠
慮
し
て
外
に
は
出
な
い
よ
う
に
心

が
け
て
い
た
。
そ
れ
は
「
神
主
さ
ん
に
会
っ
て
は
も
っ
た
い
な
い
」
と
い
う
気
持
ち

が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
い
い
、
ま
た
「
神
主
さ
ん
」
た
ち
も
人
に
会
い
そ
う
な
時
に
は

さ
っ
と
傘
で
身
を
隠
し
て
い
た
と
い
う
。

　ま
た
、
昭
和
三
六
年
（
一
九
六
一
）
頃
に
は
、
そ
れ
ま
で
頭
家
が
親
戚
な
ど
の
協

力
を
得
て
行
な
っ
て
き
た
祭
り
の
寄
付
金
集
め
が
難
し
く
な
っ
て
き
て
い
た
。
そ
こ

で
、
新
た
に
神
事
奉
賛
会
が
結
成
さ
れ
、
青
柴
垣
神
事
に
関
す
る
資
金
援
助
を
行
な

い
、頭
家
の
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。神
事
奉
賛
会
は
上
官
と
準
官
の
家
々

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
頭
家
の
仕
事
の
一
部
を
負
担
し
、
頭
家
の
役
割
を
軽

減
す
る
と
と
も
に
、
青
柴
垣
神
事
で
頭
家
を
拝
礼
す
る
時
に
参
拝
者
か
ら
供
え
ら
れ

る
お
金
と
蝶
形
の
扇
の
頒
布
代
金
を
神
事
奉
賛
会
の
資
金
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
現

在
で
は
、
神
事
奉
賛
会
は
祭
り
の
執
行
の
た
め
の
労
働
力
の
確
保
と
資
金
の
確
保
と

の
両
者
を
行
な
い
な
が
ら
、
宮
座
の
補
助
組
織
と
し
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
と

な
っ
て
い
る
。

　現
在
、
頭
家
の
指
導
を
行
な
い
な
が
ら
、
頭
家
の
仕
事
の
神
事
奉
賛
会
へ
の
一
部

負
担
を
調
整
す
る
役
と
し
て
世
話
人
が
お
り
、
上
官
の
中
か
ら
六
名
が
つ
と
め
て
い

る
。
自
発
的
に
神
事
に
奉
仕
す
る
意
思
を
も
っ
て
い
る
人
物
が
推
薦
さ
れ
、
美
保
神

社
か
ら
は
神
事
奉
賛
会
理
事
と
し
て
任
命
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
世
話
人
が
近
年
最
も

苦
労
し
て
い
る
の
は
翌
年
の
頭
家
候
補
者
の
依
頼
と
説
得
で
あ
る
と
い
う
。「
世
話

人
の
方
で
こ
の
仕
事
は
受
け
持
つ
か
ら
頭
家
を
つ
と
め
て
ほ
し
い
」
と
い
う
お
願
い

を
し
な
が
ら
、
若
者
の
い
る
家
を
訪
ね
て
歩
い
て
い
る
。
勤
め
人
が
多
く
な
っ
て
お

り
、
神
事
の
前
後
に
会
社
を
欠
勤
す
る
の
が
負
担
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
世
話
人
の

ほ
う
で
提
案
し
、
神
事
の
前
後
で
も
必
ず
宮
座
へ
出
仕
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
日
を

減
ら
し
て
い
る
と
い
う
。
頭
家
の
な
り
手
が
い
な
い
の
は
一
番
困
る
こ
と
だ
が
、
頭

家
と
い
う
の
は
頼
ま
れ
て
お
願
い
さ
れ
て
受
け
る
と
い
う
の
で
は
本
末
転
倒
だ
と
い

う
意
見
も
聞
か
れ
る
な
か
で
、世
話
人
が
粘
り
強
く
交
渉
を
重
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。

　こ
の
よ
う
に
頭
家
や
宮
座
の
担
え
な
く
な
っ
た
部
分
を
世
話
人
の
指
導
と
神
事
奉

賛
会
の
協
力
に
よ
っ
て
、
何
と
か
し
て
伝
統
的
な
神
事
を
維
持
し
て
い
こ
う
と
い
う

工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
青
柴
垣
神
事
と
諸
手
船
神
事

を
残
し
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
美
保
関
の
人
び
と
の
姿
が
み
え
て
く
る
。
は
な
や
か

な
祭
礼
と
に
ぎ
や
か
な
見
学
者
た
ち
の
背
後
で
、
伝
承
の
維
持
の
た
め
に
日
々
努
力

す
る
地
元
の
人
た
ち
の
奉
仕
の
心
と
そ
こ
か
ら
発
せ
ら
れ
る
力
が
み
え
て
く
る
の
で

あ
る
。



421

［神社祭祀の伝承力］……関沢まゆみ

と
い
う
家
筋
を
重
視
し
て
い
て
は
祭
り
が
成
り
立
た
な
く
な
る
危
機
的
状
況
を
む
か

え
て
、
頭
筋
の
家
々
も
株
を
解
放
し
て
、
座
の
祭
り
か
ら
氏
子
の
祭
り
に
変
え
る
こ

と
で
意
見
が
一
致
し
た
の
で
あ
る
。

　頭
筋
と
い
う
の
は
旧
家
で
あ
り
、
頭
筋
で
あ
る
こ
と
が
一
つ
の
格
を
あ
ら
わ
し
て

い
た
。「
頭
を
開
く
こ
と
は
大
事
な
こ
と
だ
。
大
切
な
祭
だ
」
と
折
に
ふ
れ
て
家
族

に
語
っ
て
き
て
い
る
家
と
そ
れ
を
語
る
こ
と
の
な
い
家
と
が
あ
る
が
、
実
際
に
頭

家
、
頭
人
を
つ
と
め
て
み
る
と
、
家
の
雰
囲
気
の
よ
う
な
も
の
で
差
が
で
て
く
る
と

感
じ
て
い
る
年
配
の
人
も
多
い
。

　そ
れ
以
前
か
ら
宮
座
の
担
い
手
た
ち
の
事
情
に
合
わ
せ
て
変
更
が
重
ね
ら
れ
な
が

ら
伝
承
さ
れ
て
き
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
前
述
の
よ
う
に
、
現
在
、
神

社
の
参
道
の
西
側
に
あ
る
頭
人
宮
は
、
昭
和
三
七
年
（
一
九
六
二
）
ま
で
は
頭
人
の

自
宅
の
二
階
の
八
畳
の
部
屋
に
ま
つ
ら
れ
、
毎
月
一
日
、
七
日
、
一
五
日
、
二
八
日

に
は
大
勢
の
参
拝
客
が
来
て
参
拝
し
た
も
の
だ
と
い
う
。
し
か
し
、
頭
人
の
自
宅
を

使
用
し
に
く
く
な
っ
て
き
た
た
め
に
常
設
の
頭
人
宮
が
建
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
同

じ
頃
、青
柴
垣
神
事
も
一
の
頭
家
、二
の
頭
家
そ
れ
ぞ
れ
の
家
に
大
棚
を
飾
っ
て
人
々

の
参
詣
を
受
け
神
事
を
行
な
っ
て
い
た
の
が
、
両
頭
家
合
わ
せ
て
神
事
会
所
に
大
棚

を
飾
っ
て
神
事
を
行
な
い
、
直
会
も
合
同
で
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　そ
し
て
や
は
り
昭
和
四
〇
年
頃
ま
で
は
、
頭
家
、
客
人
頭
、
頭
人
は
潮
か
き
と
い

え
ば
本
当
に
海
水
に
入
っ
て
身
を
清
め
て
か
ら
神
社
へ
の
日
参
を
行
な
っ
て
い
た

が
、
そ
れ
も
風
呂
場
で
湯
を
浴
び
る
よ
う
に
簡
略
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
美
保
関
の
人

び
と
は
こ
れ
ら
頭
家
、
客
人
頭
、
頭
人
を
「
神
主
さ
ん
」
と
呼
ぶ
が
、
そ
の
頃
ま
で

は
「
神
主
さ
ん
」
た
ち
が
日
参
す
る
時
間
に
は
遠
慮
し
て
外
に
は
出
な
い
よ
う
に
心

が
け
て
い
た
。
そ
れ
は
「
神
主
さ
ん
に
会
っ
て
は
も
っ
た
い
な
い
」
と
い
う
気
持
ち

が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
い
い
、
ま
た
「
神
主
さ
ん
」
た
ち
も
人
に
会
い
そ
う
な
時
に
は

さ
っ
と
傘
で
身
を
隠
し
て
い
た
と
い
う
。

　ま
た
、
昭
和
三
六
年
（
一
九
六
一
）
頃
に
は
、
そ
れ
ま
で
頭
家
が
親
戚
な
ど
の
協

力
を
得
て
行
な
っ
て
き
た
祭
り
の
寄
付
金
集
め
が
難
し
く
な
っ
て
き
て
い
た
。
そ
こ

で
、
新
た
に
神
事
奉
賛
会
が
結
成
さ
れ
、
青
柴
垣
神
事
に
関
す
る
資
金
援
助
を
行
な

い
、頭
家
の
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。神
事
奉
賛
会
は
上
官
と
準
官
の
家
々

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
頭
家
の
仕
事
の
一
部
を
負
担
し
、
頭
家
の
役
割
を
軽

減
す
る
と
と
も
に
、
青
柴
垣
神
事
で
頭
家
を
拝
礼
す
る
時
に
参
拝
者
か
ら
供
え
ら
れ

る
お
金
と
蝶
形
の
扇
の
頒
布
代
金
を
神
事
奉
賛
会
の
資
金
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
現

在
で
は
、
神
事
奉
賛
会
は
祭
り
の
執
行
の
た
め
の
労
働
力
の
確
保
と
資
金
の
確
保
と

の
両
者
を
行
な
い
な
が
ら
、
宮
座
の
補
助
組
織
と
し
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
と

な
っ
て
い
る
。

　現
在
、
頭
家
の
指
導
を
行
な
い
な
が
ら
、
頭
家
の
仕
事
の
神
事
奉
賛
会
へ
の
一
部

負
担
を
調
整
す
る
役
と
し
て
世
話
人
が
お
り
、
上
官
の
中
か
ら
六
名
が
つ
と
め
て
い

る
。
自
発
的
に
神
事
に
奉
仕
す
る
意
思
を
も
っ
て
い
る
人
物
が
推
薦
さ
れ
、
美
保
神

社
か
ら
は
神
事
奉
賛
会
理
事
と
し
て
任
命
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
世
話
人
が
近
年
最
も

苦
労
し
て
い
る
の
は
翌
年
の
頭
家
候
補
者
の
依
頼
と
説
得
で
あ
る
と
い
う
。「
世
話

人
の
方
で
こ
の
仕
事
は
受
け
持
つ
か
ら
頭
家
を
つ
と
め
て
ほ
し
い
」
と
い
う
お
願
い

を
し
な
が
ら
、
若
者
の
い
る
家
を
訪
ね
て
歩
い
て
い
る
。
勤
め
人
が
多
く
な
っ
て
お

り
、
神
事
の
前
後
に
会
社
を
欠
勤
す
る
の
が
負
担
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
世
話
人
の

ほ
う
で
提
案
し
、
神
事
の
前
後
で
も
必
ず
宮
座
へ
出
仕
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
日
を

減
ら
し
て
い
る
と
い
う
。
頭
家
の
な
り
手
が
い
な
い
の
は
一
番
困
る
こ
と
だ
が
、
頭

家
と
い
う
の
は
頼
ま
れ
て
お
願
い
さ
れ
て
受
け
る
と
い
う
の
で
は
本
末
転
倒
だ
と
い

う
意
見
も
聞
か
れ
る
な
か
で
、世
話
人
が
粘
り
強
く
交
渉
を
重
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。

　こ
の
よ
う
に
頭
家
や
宮
座
の
担
え
な
く
な
っ
た
部
分
を
世
話
人
の
指
導
と
神
事
奉

賛
会
の
協
力
に
よ
っ
て
、
何
と
か
し
て
伝
統
的
な
神
事
を
維
持
し
て
い
こ
う
と
い
う

工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
青
柴
垣
神
事
と
諸
手
船
神
事

を
残
し
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
美
保
関
の
人
び
と
の
姿
が
み
え
て
く
る
。
は
な
や
か

な
祭
礼
と
に
ぎ
や
か
な
見
学
者
た
ち
の
背
後
で
、
伝
承
の
維
持
の
た
め
に
日
々
努
力

す
る
地
元
の
人
た
ち
の
奉
仕
の
心
と
そ
こ
か
ら
発
せ
ら
れ
る
力
が
み
え
て
く
る
の
で

あ
る
。
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祖
父
も
父
も

　
　平

成
一
一
年
（
一
九
九
九
）
の
頭
人
は
井
上
一
功
さ
ん
（
昭
和

二
二
年
生
ま
れ
）
で
あ
っ
た
。
井
上
さ
ん
は
美
保
関
町
役
場
で
当
時
課
長
の
任
に
つ

い
て
い
た
。
一
年
を
通
し
て
頭
人
が
出
席
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
行
事
は
多
い
。
そ

の
都
度
、
役
場
を
休
ん
だ
り
早
退
し
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
大
変
な

苦
労
が
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
井
上
さ
ん
が
引
き
受
け
た
の
は
、
祖
父
や
父
が
頭
人
を

つ
と
め
た
と
き
の
姿
が
目
に
焼
き
つ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
昭
和
四
〇
年
頃
に

祖
父
が
頭
人
を
つ
と
め
た
と
き
は
、
ま
だ
家
に
風
呂
が
な
か
っ
た
た
め
風
呂
場
で
湯

を
浴
び
て
か
ら
神
社
に
上
る
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
家
の
前
に
海
に
入
れ
る
鉄
の
梯

子
を
つ
け
て
冬
で
も
必
ず
海
に
入
っ
て
か
ら
祖
父
は
神
社
に
上
っ
て
い
た
の
だ
と
い

う
。そ
の
鉄
の
梯
子
は
も
う
使
用
す
る
人
は
い
な
い
が
今
も
海
中
に
つ
か
っ
て
い
る
。

　平
成
一
五
年
（
二
〇
〇
三
）
の
客
人
頭
は
福
間
初
さ
ん
（
昭
和
二
四
年
生
ま
れ
）

で
あ
っ
た
。
も
う
神
籤
は
あ
た
ら
な
い
か
と
思
っ
て
い
た
が
、
四
月
に
客
人
頭
の
神

籤
が
あ
が
っ
た
。
そ
の
と
き
、
福
間
さ
ん
は
ち
ょ
う
ど
よ
い
機
会
だ
と
思
っ
た
と
い

う
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
が
兄
弟
の
よ
う
に
し
て
い
っ
し
ょ
に
育
っ
た
従
兄
弟
が
三
年
前

に
発
病
し
、
重
い
病
気
で
入
院
中
で
あ
っ
た
。
従
兄
弟
が
苦
し
ん
で
い
た
と
き
だ
っ

た
か
ら
、
頭
家
に
な
る
と
自
分
の
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
人
の
こ
と
で
あ
れ
ば
祈
願

し
て
も
よ
い
の
で
、
宮
司
に
事
情
を
話
し
、
従
兄
弟
か
ら
ハ
ン
カ
チ
を
一
枚
預
か
り
、

そ
れ
を
客
人
頭
が
尺
の
よ
う
に
持
つ
扇
子
に
い
つ
も
巻
い
て
握
っ
て
参
詣
を
繰
り
返

し
行
な
っ
て
い
た
。

　平
成
一
〇
年
（
一
九
九
八
） 

の
青
柴
垣
神
事
の
一
の
頭
家
は
太
田
毅
さ
ん
（
昭
和

五
三
年
生
ま
れ
）、
二
〇
歳
で
あ
っ
た
。
太
田
さ
ん
の
父
親
美
春
さ
ん
（
昭
和
二
〇

年
生
ま
れ
）
は
現
在
世
話
人
の
一
人
と
し
て
奉
仕
を
行
な
っ
て
い
る
。
太
田
毅
さ
ん

の
高
校
の
時
の
同
級
生
は
み
ん
な
美
保
関
か
ら
出
て
し
ま
い
、
残
っ
て
い
る
の
は
彼

一
人
で
あ
る
。
そ
れ
で
父
親
の
す
す
め
も
あ
っ
て
引
き
受
け
る
こ
と
に
し
た
の
だ
と

い
う
。
青
柴
垣
神
事
の
時
は
、
一
の
頭
家
を
つ
と
め
て
い
る
自
分
は
雲
の
上
に
い
る

よ
う
で
、
偉
く
な
っ
た
よ
う
な
気
持
ち
が
し
た
。「
美
保
関
に
い
る
な
ら
ば
や
は
り

こ
う
い
う
昔
の
行
事
を
積
極
的
に
や
っ
て
い
き
た
い
」
と
い
う
。

　二
の
頭
家
は
舛
谷
喜
久
一
さ
ん
（
昭
和
三
七
年
生
ま
れ
）
で
あ
っ
た
。
太
田
さ
ん

と
は
一
六
歳
も
年
の
差
が
あ
る
が
、
頭
家
を
開
く
の
は
ま
だ
早
い
、
ま
だ
早
い
と

思
っ
て
い
た
た
め
に
遅
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、「
祖
父
も
や
っ
た
。

父
も
や
っ
た
。
先
祖
か
ら
や
っ
て
い
る
か
ら
、
培
っ
た
も
の
を
切
り
た
く
な
い
と

思
っ
て
引
き
受
け
た
」
と
い
う
。

　こ
れ
ら
の
語
り
か
ら
は
、
伝
統
と
由
緒
を
背
負
う
人
び
と
の
中
に
醸
成
さ
れ
て
く

る
義
務
感
と
責
任
感
が
伝
承
を
支
え
る
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か

る
。

母
の
力
・
妻
の
力

　
　息

子
が
頭
家
に
当
る
と
、
母
親
が
厳
し
く
頭
家
の
つ
と
め
を

果
た
さ
せ
た
と
い
う
思
い
出
を
語
る
人
も
多
い
。
現
在
世
話
人
を
つ
と
め
て
い
る
小

松
久
寿
夫
さ
ん
（
昭
和
一
一
年
生
ま
れ
）
も
そ
の
一
人
で
あ
る
。
頭
家
を
つ
と
め
た

一
年
間
は
、
母
親
か
ら
も
「
神
主
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う
。
夜
、
神
社
へ

お
参
り
で
き
な
け
れ
ば
朝
、
漁
か
ら
帰
っ
て
か
ら
お
参
り
を
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
。

美
保
神
社
の
氏
子
は
鶏
卵
を
食
べ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
禁
忌
が
あ
る
が
、
そ
の
よ

う
な
食
べ
物
に
つ
い
て
の
注
意
や
、映
画
館
な
ど
人
ご
み
に
混
じ
っ
て
は
い
け
な
い
、

人
と
大
皿
の
料
理
を
一
緒
に
食
べ
て
は
い
け
な
い
、
等
々
、
頭
家
に
は
日
常
生
活
に

お
い
て
も
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
多
く
あ
る
。と
く
に
、潮
か
き
を
行
な
っ

て
神
社
へ
参
拝
す
る
の
を
三
六
五
日
一
日
も
欠
か
さ
ず
行
な
う
の
は
若
い
頭
家
に
は

つ
ら
い
修
行
で
あ
り
、
泣
き
な
が
ら
お
参
り
を
し
て
い
た
人
も
い
た
と
い
う
話
が
よ

く
聞
か
れ
る
。

　宮
座
の
つ
と
め
は
男
性
の
役
目
で
あ
る
が
、
若
い
う
ち
に
あ
た
る
頭
家
の
時
に
は

と
く
に
母
親
の
後
押
し
が
あ
っ
て
こ
そ
一
人
前
に
そ
れ
が
果
た
せ
る
も
の
だ
と
い
う

こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

　ま
た
、
福
田
仁
子
さ
ん
（
昭
和
一
六
年
生
ま
れ
）
は
二
五
歳
の
と
き
に
、
美
保
関

町
雲
津
か
ら
こ
の
美
保
関
に
嫁
い
で
き
た
。
夫
の
公
一
さ
ん
（
昭
和
一
六
年
生
ま

れ
）
と
は
学
校
の
同
級
生
で
あ
っ
た
。
三
月
に
結
婚
す
る
と
そ
の
四
月
に
公
一
さ
ん

に
青
柴
垣
神
事
の
神
籤
が
あ
が
っ
た
。
公
一
さ
ん
が
潮
を
か
い
た
後
、
体
が
潮
で
べ
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た
つ
く
の
を
流
す
た
め
の
お
湯
を
用
意
す
る
の
が
大
変
だ
っ
た
と
い
う
。「
お
か
げ
」

が
あ
っ
た
の
か
、
一
年
間
二
人
と
も
風
邪
を
ひ
か
な
か
っ
た
。
そ
し
て
小
忌
人
と
し

て
神
事
を
つ
と
め
た
。
仁
子
さ
ん
は
「
私
も
一
緒
に
や
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と

い
う
気
持
ち
だ
っ
た
。
下
回
り
を
し
て
お
き
、
い
い
具
合
に
こ
の
行
を
や
っ
て
い
か

な
く
て
は
と
思
っ
た
」
と
い
う
。

　こ
の
よ
う
に
頭
家
の
神
籤
が
あ
が
る
と
、
未
婚
の
若
い
息
子
に
は
母
親
の
協
力

が
、
既
婚
の
男
性
の
場
合
に
は
そ
の
妻
の
協
力
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

次
の
世
代
へ

　
　美

保
関
で
福
間
旅
館
を
営
む
福
間
隆
さ
ん
（
昭
和
二
九
年
生
ま

れ
）
は
、
三
人
の
子
供
た
ち
に
、「
世
界
中
ど
こ
に
行
っ
て
も
い
い
、
し
か
し
故
郷

に
軸
足
を
置
い
て
お
く
こ
と
」
を
折
に
ふ
れ
て
言
っ
て
き
か
せ
て
き
た
と
い
う
。
長

男
は
美
保
関
を
出
て
、
埼
玉
県
で
仕
事
を
し
て
い
る
が
、
福
間
さ
ん
は
頭
家
の
神
籤

が
長
男
に
上
っ
た
ら
、
父
親
で
あ
る
自
分
が
代
理
人
と
し
て
神
社
へ
の
参
詣
を
行
な

い
、
お
祭
り
の
時
に
だ
け
は
帰
っ
て
き
て
、
潮
を
か
い
て
、
お
宮
に
上
っ
て
つ
と
め

を
す
る
よ
う
に
話
し
て
い
る
。
し
か
し
、
準
官
に
入
っ
た
後
、
次
の
客
人
頭
の
神
籤

が
あ
が
っ
た
時
は
、
も
う
代
理
は
で
き
な
い
か
ら
、
そ
の
時
は
何
が
あ
ろ
う
と
本
人

に
帰
郷
し
て
も
ら
い
、
客
人
頭
を
つ
と
め
て
も
ら
う
、
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
の
後
、

平
成
一
九
年
（
二
〇
〇
七
）
に
、
長
男
家
族
が
帰
郷
し
、
平
成
二
一
年
（
二
〇
〇
九
）

に
は
青
柴
垣
神
事
の
頭
家
を
つ
と
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　平
成
一
五
年
（
二
〇
〇
三
）
の
頭
人
、
北
國
恵
久
さ
ん
（
昭
和
三
〇
年
生
ま
れ
）

は
住
居
は
美
保
関
で
あ
る
が
、
大
根
島
で
醤
油
製
造
工
場
を
営
ん
で
い
る
。
彼
は

「
一
番
大
事
な
こ
と
は
祭
り
の
仕
組
み
が
続
く
こ
と
で
あ
る
。
何
を
続
け
て
何
を
変

革
さ
せ
て
い
く
か
。
や
っ
て
い
る
自
分
た
ち
が
考
え
て
い
く
こ
と
」
だ
と
い
う
。

伝
承
の
原
動
力

　
　こ

の
よ
う
に
、
美
保
関
の
青
柴
垣
神
事
と
諸
手
船
神
事
を
担
う

人
び
と
の
姿
を
追
い
な
が
ら
見
え
て
き
た
の
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。
伝
統
的
な
儀
礼

は
一
種
の「
容
器
」だ
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
そ
の
中
に
は
、奉
仕
の
心
も
入
れ
ば
、

娯
楽
の
心
、
信
仰
の
心
、
そ
れ
こ
そ
参
加
者
の
数
だ
け
多
様
な
心
が
、
伝
統
的
な
儀

礼
と
い
う
容
器
に
は
こ
め
ら
れ
る
。
青
柴
垣
神
事
と
諸
手
船
神
事
を
続
け
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
こ
の
美
保
関
の
人
び
と
を
そ
の
よ
う
な
気
持
ち
に
さ
せ
て
い
る

の
は
何
か
。
そ
れ
は
一
つ
に
は
、
や
は
り
先
に
紹
介
し
た
舛
谷
喜
久
一
さ
ん
（
昭
和

三
七
年
生
ま
れ
）
の
語
る
「
祖
父
も
や
っ
た
。
父
も
や
っ
た
。
先
祖
か
ら
や
っ
て
い

る
か
ら
、
培
っ
た
も
の
を
切
り
た
く
な
い
と
思
っ
て
引
き
受
け
た
」
と
い
う
言
葉

に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
世
代
か
ら
世
代
へ
と
継
い
で
き
た
伝
承
の

力
、
こ
れ
こ
そ
が
現
在
も
こ
の
神
事
を
や
ろ
う
と
す
る
人
び
と
の
原
動
力
と
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
美
保
神
社
の
「
お
か
げ
」
へ
の
感
謝
の
心

と
祭
祀
へ
の
奉
仕
の
心
で
あ
る
。
そ
れ
が
美
保
関
に
住
む
人
た
ち
の
日
常
生
活
の
な

か
に
根
付
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
青
柴
垣
神
事
の
祭
具
の
一
つ
で
あ
る
紙
で
で
き

た
龍
辰
の
足
を
細
か
く
し
て
飲
め
ば
足
が
よ
く
な
る
、
八
月
の
虫
探
神
事
の
時
に
面

を
撫
で
た
紙
（
お
撫
で
紙
）
で
腰
な
ど
痛
い
と
こ
ろ
を
撫
で
れ
ば
す
ぐ
に
治
る
、
子

供
が
た
ん
こ
ぶ
を
作
っ
た
と
き
は
諸
手
船
神
事
の
後
の
直
会
の
席
で
回
さ
れ
る
オ
ハ

ジ
キ
と
呼
ば
れ
る
米
の
粉
を
固
め
た
も
の
を
つ
ば
で
柔
ら
か
く
し
て
お
で
こ
に
貼
り

付
け
れ
ば
す
ぐ
に
ハ
レ
が
ひ
く
、
お
下
が
り
の
御
供
の
米
を
朝
の
御
飯
に
ち
ょ
っ
と

入
れ
て
炊
い
て
食
べ
れ
ば
漁
や
旅
行
に
出
て
も
安
全
で
あ
る
、
等
々
、
美
保
関
な
ら

で
は
の
信
仰
心
と
そ
の
ご
利
益
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
毎
日
、
頭
人
の
美
保
神
社
へ

の
参
拝
が
行
な
わ
れ
、
毎
月
一
日
、
一
〇
日
、
二
八
日
の
夜
に
は
客
人
頭
に
よ
る
六

社
参
り
が
行
な
わ
れ
る
。
そ
し
て
頭
家
も
神
社
へ
の
参
拝
を
行
な
う
。
こ
こ
で
は
神

社
へ
の
奉
仕
と
日
常
の
生
活
と
が
非
常
に
近
い
関
係
に
あ
り
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
絶

妙
な
組
み
合
わ
せ
の
祭
祀
と
世
俗
の
入
れ
子
細
工
に
た
と
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

❷
佐
太
神
社
の
祭
礼

　（1
）
社
人
組
織
の
解
体

　佐
太
神
社
と
い
え
ば
、
佐
陀
神
能

（
1
（

、
御
座
替
神
事
、
神
在
祭

（
2
（

な
ど
で
知
ら
れ
る
神

社
で
あ
る
。
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た
つ
く
の
を
流
す
た
め
の
お
湯
を
用
意
す
る
の
が
大
変
だ
っ
た
と
い
う
。「
お
か
げ
」

が
あ
っ
た
の
か
、
一
年
間
二
人
と
も
風
邪
を
ひ
か
な
か
っ
た
。
そ
し
て
小
忌
人
と
し

て
神
事
を
つ
と
め
た
。
仁
子
さ
ん
は
「
私
も
一
緒
に
や
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と

い
う
気
持
ち
だ
っ
た
。
下
回
り
を
し
て
お
き
、
い
い
具
合
に
こ
の
行
を
や
っ
て
い
か

な
く
て
は
と
思
っ
た
」
と
い
う
。

　こ
の
よ
う
に
頭
家
の
神
籤
が
あ
が
る
と
、
未
婚
の
若
い
息
子
に
は
母
親
の
協
力

が
、
既
婚
の
男
性
の
場
合
に
は
そ
の
妻
の
協
力
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

次
の
世
代
へ

　
　美

保
関
で
福
間
旅
館
を
営
む
福
間
隆
さ
ん
（
昭
和
二
九
年
生
ま

れ
）
は
、
三
人
の
子
供
た
ち
に
、「
世
界
中
ど
こ
に
行
っ
て
も
い
い
、
し
か
し
故
郷

に
軸
足
を
置
い
て
お
く
こ
と
」
を
折
に
ふ
れ
て
言
っ
て
き
か
せ
て
き
た
と
い
う
。
長

男
は
美
保
関
を
出
て
、
埼
玉
県
で
仕
事
を
し
て
い
る
が
、
福
間
さ
ん
は
頭
家
の
神
籤

が
長
男
に
上
っ
た
ら
、
父
親
で
あ
る
自
分
が
代
理
人
と
し
て
神
社
へ
の
参
詣
を
行
な

い
、
お
祭
り
の
時
に
だ
け
は
帰
っ
て
き
て
、
潮
を
か
い
て
、
お
宮
に
上
っ
て
つ
と
め

を
す
る
よ
う
に
話
し
て
い
る
。
し
か
し
、
準
官
に
入
っ
た
後
、
次
の
客
人
頭
の
神
籤

が
あ
が
っ
た
時
は
、
も
う
代
理
は
で
き
な
い
か
ら
、
そ
の
時
は
何
が
あ
ろ
う
と
本
人

に
帰
郷
し
て
も
ら
い
、
客
人
頭
を
つ
と
め
て
も
ら
う
、
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
の
後
、

平
成
一
九
年
（
二
〇
〇
七
）
に
、
長
男
家
族
が
帰
郷
し
、
平
成
二
一
年
（
二
〇
〇
九
）

に
は
青
柴
垣
神
事
の
頭
家
を
つ
と
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　平
成
一
五
年
（
二
〇
〇
三
）
の
頭
人
、
北
國
恵
久
さ
ん
（
昭
和
三
〇
年
生
ま
れ
）

は
住
居
は
美
保
関
で
あ
る
が
、
大
根
島
で
醤
油
製
造
工
場
を
営
ん
で
い
る
。
彼
は

「
一
番
大
事
な
こ
と
は
祭
り
の
仕
組
み
が
続
く
こ
と
で
あ
る
。
何
を
続
け
て
何
を
変

革
さ
せ
て
い
く
か
。
や
っ
て
い
る
自
分
た
ち
が
考
え
て
い
く
こ
と
」
だ
と
い
う
。

伝
承
の
原
動
力

　
　こ

の
よ
う
に
、
美
保
関
の
青
柴
垣
神
事
と
諸
手
船
神
事
を
担
う

人
び
と
の
姿
を
追
い
な
が
ら
見
え
て
き
た
の
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。
伝
統
的
な
儀
礼

は
一
種
の「
容
器
」だ
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
そ
の
中
に
は
、奉
仕
の
心
も
入
れ
ば
、

娯
楽
の
心
、
信
仰
の
心
、
そ
れ
こ
そ
参
加
者
の
数
だ
け
多
様
な
心
が
、
伝
統
的
な
儀

礼
と
い
う
容
器
に
は
こ
め
ら
れ
る
。
青
柴
垣
神
事
と
諸
手
船
神
事
を
続
け
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
こ
の
美
保
関
の
人
び
と
を
そ
の
よ
う
な
気
持
ち
に
さ
せ
て
い
る

の
は
何
か
。
そ
れ
は
一
つ
に
は
、
や
は
り
先
に
紹
介
し
た
舛
谷
喜
久
一
さ
ん
（
昭
和

三
七
年
生
ま
れ
）
の
語
る
「
祖
父
も
や
っ
た
。
父
も
や
っ
た
。
先
祖
か
ら
や
っ
て
い

る
か
ら
、
培
っ
た
も
の
を
切
り
た
く
な
い
と
思
っ
て
引
き
受
け
た
」
と
い
う
言
葉

に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
世
代
か
ら
世
代
へ
と
継
い
で
き
た
伝
承
の

力
、
こ
れ
こ
そ
が
現
在
も
こ
の
神
事
を
や
ろ
う
と
す
る
人
び
と
の
原
動
力
と
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
美
保
神
社
の
「
お
か
げ
」
へ
の
感
謝
の
心

と
祭
祀
へ
の
奉
仕
の
心
で
あ
る
。
そ
れ
が
美
保
関
に
住
む
人
た
ち
の
日
常
生
活
の
な

か
に
根
付
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
青
柴
垣
神
事
の
祭
具
の
一
つ
で
あ
る
紙
で
で
き

た
龍
辰
の
足
を
細
か
く
し
て
飲
め
ば
足
が
よ
く
な
る
、
八
月
の
虫
探
神
事
の
時
に
面

を
撫
で
た
紙
（
お
撫
で
紙
）
で
腰
な
ど
痛
い
と
こ
ろ
を
撫
で
れ
ば
す
ぐ
に
治
る
、
子

供
が
た
ん
こ
ぶ
を
作
っ
た
と
き
は
諸
手
船
神
事
の
後
の
直
会
の
席
で
回
さ
れ
る
オ
ハ

ジ
キ
と
呼
ば
れ
る
米
の
粉
を
固
め
た
も
の
を
つ
ば
で
柔
ら
か
く
し
て
お
で
こ
に
貼
り

付
け
れ
ば
す
ぐ
に
ハ
レ
が
ひ
く
、
お
下
が
り
の
御
供
の
米
を
朝
の
御
飯
に
ち
ょ
っ
と

入
れ
て
炊
い
て
食
べ
れ
ば
漁
や
旅
行
に
出
て
も
安
全
で
あ
る
、
等
々
、
美
保
関
な
ら

で
は
の
信
仰
心
と
そ
の
ご
利
益
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
毎
日
、
頭
人
の
美
保
神
社
へ

の
参
拝
が
行
な
わ
れ
、
毎
月
一
日
、
一
〇
日
、
二
八
日
の
夜
に
は
客
人
頭
に
よ
る
六

社
参
り
が
行
な
わ
れ
る
。
そ
し
て
頭
家
も
神
社
へ
の
参
拝
を
行
な
う
。
こ
こ
で
は
神

社
へ
の
奉
仕
と
日
常
の
生
活
と
が
非
常
に
近
い
関
係
に
あ
り
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
絶

妙
な
組
み
合
わ
せ
の
祭
祀
と
世
俗
の
入
れ
子
細
工
に
た
と
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

❷
佐
太
神
社
の
祭
礼

　（1
）
社
人
組
織
の
解
体

　佐
太
神
社
と
い
え
ば
、
佐
陀
神
能

（
1
（

、
御
座
替
神
事
、
神
在
祭

（
2
（

な
ど
で
知
ら
れ
る
神

社
で
あ
る
。
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　『
出
雲
国
風
土
記
』
の
秋
鹿
郡
の
条
に
「
神
名
火
山
」
と
あ
り
、「
謂
は
ゆ
る
佐

太
の
大
神
の
社
は
、
即
ち
彼
の
山
下
な
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
佐
太
大
神

の
誕
生
の
地
は
加か

か
の
く
け
ど

賀
潜
戸
と
い
わ
れ
る
。『
出
雲
国
風
土
記
』
嶋
根
郡
の
条
に
は
、

「
加
賀
の
郷
（
中
略
）
佐
太
の
大
神
の
生
れ
ま
し
し
と
こ
ろ
な
り
」
と
あ
る
。
ま

た
、
そ
の
誕
生
を
め
ぐ
っ
て
は
、
母
神
で
あ
る
支
佐
加
比
賣
命
が
「「
闇
き
岩
屋
な

る
か
も
」
と
詔
り
た
ま
ひ
て
、
金
弓
も
ち
て
射
給
ふ
時
に
、
光
加
加
明
き
き
」
と
い

う
黄
金
の
弓
矢
の
伝
説
が
あ
る
。
現
在
の
神
社
の
祭
神
は
、
中
殿
に
佐
太
大
神
と

伊い
ざ
な
き
の
み
こ
と

弉
瓊
諾
尊
、
伊い

ざ
な
み

弉
冊
尊
の
二
柱
、
北
殿
に
は
天
照
大
神
、
南
殿
に
は
素す

さ
の
お

盞
鳴
尊
が

ま
つ
ら
れ
て
い
る
。

社
内
と
社
外

　
　江

戸
時
代
に
は
出
雲
国
の
各
神
社
は
、
杵
築
大
社
つ
ま
り
出
雲
大

社
の
触
下
と
佐
太
神
社
の
触
下
に
二
分
さ
れ
て
い
た

（
3
（

。
佐
太
神
社
の
触
下
は
俗
に
三

郡
半
の
触
下
と
い
わ
れ
、
秋
鹿
郡
、
島
根
郡
、
楯
縫
郡
の
三
郡
と
、
意
宇
郡
の
西
半

分
の
神
主
で
あ
っ
た
。
五
つ
の
触
下
に
は
幣
頭
と
呼
ば
れ
る
、
郡
内
の
神
主
を
ま
と

め
る
役
が
あ
り
、
秋
鹿
郡
は
吉
岡
、
島
根
郡
は
石
川
、
楯
縫
郡
は
河
瀬
と
常
松
、
意

宇
郡
の
西
半
分
は
遠
藤
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
三
郡
半
の
神
主
が
佐
太
神
社
の
祭
礼
に

社
外
と
し
て
参
加
し
、
奉
仕
し
て
い
た

（
4
（

。

　佐
太
神
社
で
は
江
戸
時
代
ま
で
社
内
の
主
な
組
織
と
し
て
、
正
神
主
、
権
神
主
、

別
火
を
「
佐
陀
三
神
主
」
と
い
っ
た
。
そ
の
他
、
社
内
の
中
心
的
な
家
と
し
て
、
上

官
と
呼
ば
れ
る
神
主
家
が
あ
っ
た
。
現
在
は
宮
川
、
幡
垣
、
木
村
、
福
田
の
四
家
で

あ
る
。
上
官
は
本
殿
の
左
右
に
位
置
す
る
北
殿
と
南
殿
の
社
お
よ
び
摂
末
社
へ
の
奉

仕
、
社
内
の
社
人
の
指
揮
監
督
、
社
殿
の
修
理
や
中
屋
敷
の
管
理
、
会
計
な
ど
を
行

な
っ
て
い
た
。

　ま
た
社
人
と
呼
ば
れ
る
神
社
に
奉
仕
す
る
家
が
約
三
〇
軒
あ
っ
た
。
慶
長
頃
か
ら

社
領
が
減
っ
た
た
め
、
三
〇
人
に
減
り
、
そ
の
た
め
一
人
で
何
役
も
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
な
っ
た
と
い
う
。
朝
山
宮
司
家
が
保
管
し
て
い
る
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）

の
地
図
を
み
る
と
、
こ
れ
ら
社
内
の
家
々
は
神
社
の
近
く
に
屋
敷
を
構
え
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
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　こ
こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
行
事
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
御
座

替
神
事
と
神
在
祭
と
に
つ
い
て
、
神
社
の
一
年
の
年
中
行
事
に
お
け
る
相
互
の
関
連

性
の
指
摘
が
可
能
で
は
な
い
か
、
ま
た
近
代
に
な
っ
て
神
社
の
組
織
が
大
き
く
変

わ
っ
た
そ
の
中
で
朝
山
宮
司
家
と
近
隣
の
神
職
や
社
人
ら
の
協
力
に
よ
っ
て
ど
の
よ

う
に
神
事
が
継
承
さ
れ
て
き
て
い
る
の
か
、
そ
れ
ら
の
実
態
に
注
目
し
て
み
る
こ
と

に
し
た
い
。

　（2
）
年
間
祭
事

　現
在
行
な
わ
れ
て
い
る
佐
太
神
社
の
主
な
年
間
祭
事
（
表
3
）
を
朝
山
芳
囶
宮
司

に
よ
る
「
佐
太
神
社
の
祭
祀
に
つ
い
て
」〔『
重
要
文
化
財

　佐
太
神
社
―
佐
太
神
社
の

総
合
的
研
究
―
』
鹿
島
町
立
歴
史
民
俗
資
料
館
、
一
九
九
七
年
〕
と
、
そ
れ
に
加
え
て

朝
山
芳
囶
宮
司
か
ら
の
直
接
の
聞
き
取
り
に
よ
っ
て
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
で
あ

る
。　こ

れ
ら
の
行
事
は
明
治
五
年
の
改
暦
以
前
は
旧
暦
で
行
な
わ
れ
て
い
た
。
そ
し

て
、
い
く
つ
か
の
祭
事
に
つ
い
て
は
明
治
の
改
暦
を
機
に
あ
る
い
は
戦
時
中
に
変
更

が
な
さ
れ
て
い
る
。

　五
月
三
日
の
直
会
祭
（
春
祭
り
）
は
、
秋
鹿
郡
と
島
根
郡
が
一
年
交
代
で
当
番
と

客
番
を
つ
と
め
て
祭
り
を
行
な

う
。
現
在
は
午
後
二
時
頃
か
ら
宮

司
が
直
会
殿
で
神
事
を
行
な
い
、

そ
の
後
御
神
酒
を
い
た
だ
く
神
事

が
行
な
わ
れ
る
。
舞
殿
で
佐
陀
三

番
の
舞
が
行
な
わ
れ
、
同
時
に
庭

で
獅
子
舞
が
行
な
わ
れ
る
。
戦
前

の
昭
和
一
七
年
（
一
九
三
二
）
頃

ま
で
は
旧
暦
三
月
三
一
日
に
蔵
開

き
を
行
な
い
、
神
事
に
必
要
な
も

　別
火
は
磯
崎
家
が
家
職
と
し
、
毎
朝
潔
斎
を
行
な
っ
て
か
ら
神
社
に
あ
が
る
が
、

そ
の
途
中
で
村
人
に
出
会
う
と
も
う
一
度
引
き
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
た

め
、
人
々
は
別
火
に
出
会
い
そ
う
に
な
る
と
道
を
引
き
返
し
た
と
も
い
う
。
別
火
は

主
と
し
て
御
神
饌
の
こ
と
を
つ
か
さ
ど
っ
て
い
た
。
そ
の
下
に
い
る
御
盛
の
祝
が
御

神
饌
の
調
理
を
行
な
っ
た
。
神
在
祭
に
、
恵
曇
浦
の
板
橋
家
か
ら
龍
蛇
様
が
社
頭
に

届
け
ら
れ
る
と
別
火
が
そ
れ
を
扱
う
な
ど
、
こ
の
神
事
へ
の
奉
仕
は
別
火
が
中
心
と

な
っ
て
行
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
明
治
に
な
っ
て
別
火
は
神
社
を
離
れ
、
古
文
書
も

失
わ
れ
た
た
め
、
具
体
的
な
職
務
の
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
と
い
う
。

　明
治
に
な
っ
て
、
社
内
の
社
人
の
組
織
も
三
郡
半
の
触
下
の
組
織
も
す
べ
て
解
体

し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
後
は
現
在
に
至
る
ま
で
、
朝
山
宮
司
家
を
中
心
と
し
て
、
近

隣
の
神
主
の
人
た
ち
が
佐
太
神
社
の
祭
礼
を
支
え
て
い
る
。
現
在
は
、
尓
佐
神
社

（
美
保
関
町
千
酌
）
の
塩
田
晴
実
さ
ん
、
国
司
神
社
（
松
江
市
長
江
町
）
の
幡
垣
平

次
さ
ん
、
鷹
日
神
社
（
松
江
市
東
津
田
町
）
の
稲
原
秀
文
さ
ん
、
菅
原
天
満
宮
（
穴

道
町
）
の
菅
野
孝
興
さ
ん
、
御
津
神
社
（
鹿
島
町
御
津
）
の
岸
悟
さ
ん
の
五
人
の
神

職
が
神
社
へ
の
奉
仕
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
現
在
も
社
人
の
一
人
と
し
て
御
盛

の
祝
を
つ
と
め
て
い
る
内
藤
康
夫
さ
ん
は
古
伝
祭
の
熟
饌
の
調
理
や
神
事
の
準
備
を

行
な
っ
て
い
る
。
佐
太
神
社
の
熟
饌
は
特
殊
な
も
の
な
の
で
、
代
々
内
藤
家
で
奉
仕

し
て
き
て
い
る
。

　ま
た
、
上
官
の
一
つ
で
あ
る
幣
主
の
祝
、
宮
川
家
は
神
能
の
創
始
の
家
と
伝
え
ら

れ
て
い
る
。
慶
長
一
三
年
（
一
六
〇
八
）
に
宮
川
秀
行
が
上
京
し
、
吉
田
家
よ
り
裁

許
状
を
受
け
、
能
を
習
っ
て
帰
っ
て
き
た
と
い
い
、
や
は
り
上
官
で
注
連
の
祝
の
幡

垣
家
と
と
も
に
図
っ
て
神
能
を
つ
く
り
上
げ
た
と
い
う
。
も
と
も
と
佐
太
神
社
に
は

七
座
神
事
と
い
う
神
楽
と
真し

ん
の
か
ぐ
ら

神
楽
は
あ
っ
た
。
そ
こ
に
新
た
に
神
能
と
い
う
仮
面
劇

を
つ
く
り
あ
げ
て
、
触
下
の
神
主
に
覚
え
さ
せ
た
の
だ
と
い
う
。
御
座
替
神
事
の
時

に
は
、
二
四
日
昼
頃
か
ら
郡
ご
と
に
社
頭
に
集
ま
っ
て
、
神
楽
が
舞
わ
れ
た
。
そ
し

て
翌
二
五
日
の
祭
り
へ
の
奉
仕
を
行
な
っ
た
た
め
、
一
日
一
夜
の
御
神
事
と
も
い
わ

れ
た
と
い
う
。

表3　佐太神社の主な年間祭事

月　日 祭　典　名

　 1.　 1
          7
　 2.　 3
         15
　 5.    3
         20 ～ 25
         31
　 5.　30
　 6.　15
　 9.   24
         25
　11.   20 ～ 25
         30
　12.   31

歳旦祭
七草祭
節分祭
管粥祭
直会祭（春祭り）
裏月のお忌み祭
シワガミ送り
夏越祭
御田植祭
御座替神事
例祭、佐陀神能
神在祭
シワガミ送り
除夜祭
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　こ
こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
そ
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ぞ
れ
独
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し
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行
事
と
し
て
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え
ら
れ
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き
た
御
座
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事
と
神
在
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、
神
社
の
一
年
の
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中
行
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相
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の
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指
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、
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神
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が
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わ
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で
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司
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や
社
人
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の
協
力
に
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ど
の
よ
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に
神
事
が
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る
の
か
、
そ
れ
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の
実
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に
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こ
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い
。
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（
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で
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の
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は
明
治
五
年
の
改
暦
以
前
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で
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。
そ
し
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、
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の
祭
事
に
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は
明
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の
改
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を
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は
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時
中
に
変
更
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の
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（
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、
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後
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に
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、
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後
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在
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。
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は
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の
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や
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を
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な
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る
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の
熟
饌
は
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な
も
の
な
の
で
、
代
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内
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家
で
奉
仕
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て
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て
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る
。
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た
、
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の
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で
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る
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主
の
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、
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家
は
神
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の
創
始
の
家
と
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え
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れ
て
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。
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一
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（
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に
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京
し
、
吉
田
家
よ
り
裁
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を
受
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、
能
を
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き
た
と
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、
や
は
り
上
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で
注
連
の
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の
幡

垣
家
と
と
も
に
図
っ
て
神
能
を
つ
く
り
上
げ
た
と
い
う
。
も
と
も
と
佐
太
神
社
に
は

七
座
神
事
と
い
う
神
楽
と
真し

ん
の
か
ぐ
ら

神
楽
は
あ
っ
た
。
そ
こ
に
新
た
に
神
能
と
い
う
仮
面
劇

を
つ
く
り
あ
げ
て
、
触
下
の
神
主
に
覚
え
さ
せ
た
の
だ
と
い
う
。
御
座
替
神
事
の
時

に
は
、
二
四
日
昼
頃
か
ら
郡
ご
と
に
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頭
に
集
ま
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て
、
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が
舞
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。
そ
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て
翌
二
五
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の
祭
り
へ
の
奉
仕
を
行
な
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め
、
一
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一
夜
の
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と
も
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と
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う
。

表3　佐太神社の主な年間祭事

月　日 祭　典　名

　 1.　 1
          7
　 2.　 3
         15
　 5.    3
         20 ～ 25
         31
　 5.　30
　 6.　15
　 9.   24
         25
　11.   20 ～ 25
         30
　12.   31

歳旦祭
七草祭
節分祭
管粥祭
直会祭（春祭り）
裏月のお忌み祭
シワガミ送り
夏越祭
御田植祭
御座替神事
例祭、佐陀神能
神在祭
シワガミ送り
除夜祭

426

国立歴史民俗博物館研究報告
第 148集　2008年 12月

て
、
こ
の
日
か
ら
宮
司
の
お

籠
も
り
が
始
ま
る
。
二
〇
日

朝
、
祝

は
ふ
りの

内
藤
さ
ん
が
鑽
り

火
を
き
り
出
す
と
、
こ
の
火

で
、
宮
司
の
食
事
を
作
り
、

ま
た
潔
斎
を
す
る
た
め
の
湯

を
わ
か
す
。
宮
司
は
午
前
中

に
一
回
、
午
後
に
一
回
、
本

殿
の
祭
事
を
行
な
い
、
食
事

を
と
り
、
社
務
所
に
籠
も

る
。
一
日
が
終
わ
る
と
火
を

消
し
、
ま
た
翌
朝
、
鑽
り
火

を
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る
。
宮
司
は
二
四
日
ま

で
は
二
食
に
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る
。
食
事
は

月
の
も
の
が
終
わ
っ
た
年
齢

の
女
性
が
別
火
で
作
り
、
醤

油
と
塩
を
添
え
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持
っ
て
い
く
。
一
回
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。
宮
司
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日
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何
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四
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茣
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オ
ナ
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ど
が
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さ
れ
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二
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た
め
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整
さ
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。

　夜
、
舞ま

い
で
ん殿

で
は
、
佐
陀
神
能
保
存
会
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七
座
の
神
事
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検
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い
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矢

筒
を
つ
け
た
者
た
ち
に
よ
っ
て
盃
の
神
事
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
舞
殿
で
佐
陀

三
番
の
舞
が
行
な
わ
れ
た
。
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月
一
五
日
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御
田
植
祭
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明
治
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改
暦
以
前
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旧
暦
一
二
月
二
一
日
の
早
稲
の

祭
り
、
二
二
日
の
中
稲
の
祭
り
、
二
三
日
の
晩
稲
の
祭
り
と
し
て
午
後
五
時
か
ら
夜

祭
で
行
な
わ
れ
て
い
た
。
明
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直
会
殿
で
巫
女
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松
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た
も
の
を
稲
に
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立
て
て
、
お
田
植
歌
に
合
わ
せ
て
舞
い
の
作
法
で
そ
れ
を
撒
い
て
い
た
が
、
現
在

は
小
学
生
と
佐
陀
神
能
保
存
会
の
人
が
行
な
っ
て
い
る
。
九
月
二
五
日
の
例
祭
は
、

や
は
り
明
治
以
降
、
御
座
替
神
事
の
翌
日
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　大
き
な
祭
事
と
し
て
は
、
九
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神
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一
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神
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る
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そ

の
歴
史
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て
は
、
佐
陀
神
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陀
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荘
園
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か
ら
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圏
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立
脚
す
る
神
社
へ
と
変
質
し
て
い
っ
た
過
程
で
、
本
格
的
な
神
在
祭
の
成
立
（
明
応

四
年
〈
一
四
九
五
〉
の
佐
陀
太
社
縁
起
、
永
正
九
年
〈
一
五
一
二
〉
の
佐
陀
神
社
社

頭
覚
書
断
簡
）
と
、
秋
鹿
・
島
根
に
加
え
て
意
宇
・
楯
縫
の
四
郡
に
ま
た
が
る
広
域

的
な
御
座
替
神
事
が
戦
国
大
名
の
尼
子
経
久
の
命
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る

（
5
（

。

　（3
）
御
座
替
神
事
と
神
在
祭
と
の
関
連
に
つ
い
て

御
座
替
神
事

　
　元

は
旧
暦
八
月
二
四
日
に
行
な
わ
れ
て
い
た
神
事
で
あ
り
、
宮
司

の
潔
斎
は
一
九
日
か
ら
始
ま
っ
た
。
ま
ず
一
九
日
に
宮
司
が
古
浦
で
潔
斎
を
行
な

う
。
竹
筒
に
海
水
を
汲
み
、
海
藻
を
と
っ
て
く
る
。
そ
し
て
恵
曇
の
海
辺
の
社
に
拝

礼
を
行
な
い
、
竹
筒
に
海
水
と
海
藻
を
入
れ
た
ホ
ン
ダ
ワ
ラ
を
一
部
お
供
え
す
る
。

佐
太
神
社
に
帰
る
と
神
社
の
す
べ
て
の
建
物
の
入
口
に
ホ
ン
ダ
ワ
ラ
を
置
く
。
そ
し

写真5　火を鑽る
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の
神
職
に
よ
っ
て
北
殿
、
中
殿
、
南
殿
の
順
に
御
座
替
神
事
が
奉
仕
さ
れ
る
。
御
本

殿
の
鍵
が
宮
司
に
渡
さ
れ
る
と
、
宮
司
に
よ
っ
て
社
殿
の
扉
が
開
か
れ
、
ご
本
殿
の

神
様
の
茣
蓙
替
え
が
行
な
わ
れ
る
。
宮
司
が
本
殿
内
に
奉
仕
し
て
い
る
間
、
神
職
一

同
は
地
面
に
正
座
し
て
祝
詞
が
奏
上
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
熟
饌
が
三
殿
い
ず
れ
に
も

運
ば
れ
る
。
南
殿
の
茣
蓙
の
奉
納
を
終
え
て
、
御
座
替
神
事
は
終
わ
る
。
舞
殿
に
お

け
る
七
座
の
神
事
舞
い
と
本
殿
に
お
け
る
御
座
替
神
事
と
が
同
時
進
行
で
あ
わ
せ
て

行
な
わ
れ
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

　神
事
が
終
わ
る
と
、
宮
司
の
前
で
真
神
楽
が
舞
わ
れ
、
宮
司
は
御
神
酒
と
熟
饌
と

を
口
に
す
る
。
そ
の
後
、
祝
の
内
藤
氏
が
提
灯
の
火
を
持
っ
て
社
務
所
で
宮
司
の
火

と
合
わ
せ
る
「
火
合
わ
せ
」
を
行
な
う
。
こ
れ
に
よ
り
宮
司
の
潔
斎
が
終
わ
る
。

　翌
二
五
日
に
は
、
佐
陀
神
能
保
存
会
の
人
た
ち
に
よ
っ
て
舞
殿
で
佐
陀
神
能
が
奉

納
さ
れ
る
。
ま
ず
七
座
の
神
事
の
曲
目
が
舞
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
能
の
式
三
番
が
奉

納
さ
れ
る
。
翁
舞
は
御
津
神
社
宮
司
、
岸
悟
氏
が
奉
仕
す
る
。
こ
の
式
三
番
は
法
楽

と
し
て
、
室
町
時
代
の
後
半
に
京
都
方
面
か
ら
伝
え
ら
れ
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
。　佐

陀
神
能
と
は
、
全
体
と
し
て
は
、
七
座
の
神
事
、
式
三
番
、
神
楽
舞
い
の
こ
と

を
い
う
が
、
狭
く
は
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
題
材
を
と
っ
た
神
楽
舞
い
の

こ
と
を
い
う
。
天
照
大
神
の
天
岩
戸
の
物
語
、
素す

さ
の
お

盞
鳴
尊
の
八
岐
大
蛇
退
治
、
日
本

武
命
の
熊
襲
退
治
な
ど
の
演
目
が
そ
れ
で
あ
る
。

　こ
の
神
楽
は
慶
長
の
頃
に
、
社
家
の
一
つ
で
あ
る
宮
川
家
の
先
祖
が
伝
え
た
も
の

と
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
佐
太
神
社
の
触
下
三
郡
半
の
各
地
の
神
主
が
祭
に
奉
仕

し
て
、
自
分
の
村
に
も
神
楽
を
伝
え
て
い
っ
た
の
だ
と
い
う
。
さ
ら
に
そ
れ
が
各
地

に
広
が
り
、
中
国
地
方
の
山
間
部
で
は
石
見
神
楽
や
備
後
の
荒
神
神
楽
な
ど
と
な
っ

て
変
遷
を
重
ね
な
が
ら
現
在
で
も
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
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佐
太
神
社
古
伝
神
事
保
存
会

　
　明

治
に
な
っ
て
佐
太
神
社
で
は
社
中
が
す
べ
て
解

体
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
朝
山
宮
司
に
よ
れ
ば
、
社
中
が
な
く
な
っ
て
ま
ず
困
っ

た
の
は
、
御
座
替
神
事
で
あ
っ
た
。
佐
太
の
神
主
が
神
事
を
行
な
い
、
触
れ
下
の
神

主
が
神
楽
を
舞
っ
て
い
た
が
、
そ
の
触
れ
下
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
神
楽

が
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
神
事
と
七
座
の
神
事
と
が
一
体
に
な
っ
た
も
の
が

御
座
替
神
事
で
あ
っ
た
た
め
、
片
方
が
欠
落
し
て
は
御
座
替
え
が
成
り
立
た
な
い
。

そ
の
た
め
、
近
在
の
神
主
を
頼
ん
で
神
楽
を
行
な
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
か
ら
、
氏
子

の
有
志
を
募
っ
て
保
存
会
を
作
っ
て
そ
の
中
か
ら
神
能
を
舞
う
人
を
頼
ん
だ
の
で
あ

る
。　こ

れ
に
つ
い
て
は
、
曽
祖
父
の
栄
太
郎
さ
ん
が
そ
の
社
中
組
の
復
活
に
力
を
注
い

で
い
た
と
い
う
内
藤
さ
ん
の
話
が
参
考
に
な
る
。
内
藤
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
神
楽
を
行

な
っ
て
い
た
社
家
が
解
散
す
る
と
き
に
神
楽
の
面
や
衣
装
を
神
社
に
置
い
て
い
っ
て

あ
っ
た
た
め
、
氏
子
た
ち
が
神
楽
を
や
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
明
治

八
年
（
一
八
七
五
）
に
社
中
組
が
復
活
し
た
。
ま
た
、
神
主
の
宮
川
さ
ん
が
中
心
に

な
っ
て
「
お
上
に
内
緒
で
」
明
治
一
五
年
（
一
八
八
二
）
か
二
〇
年
（
一
八
八
七
）

頃
、
社
家
で
裕
学
会
を
作
っ
た
。
舞
い
は
八
人
い
れ
ば
で
き
る
の
で
、
宮
川
さ
ん
、

宮
迫
さ
ん（
鹿
島
町
講
武
）、
岸
さ
ん（
鹿
島
町
御
津
）、
金
津
さ
ん（
島
根
町
加
賀
）、

宮
迫
さ
ん
（
松
江
市
春
日
町
）、
宮
迫
さ
ん
（
松
江
市
法
吉
町
）、
野
津
さ
ん
（
松
江

市
一
成
町
）、
中
川
さ
ん
（
松
江
市
東
生
馬
町
）
ほ
か
の
社
家
が
集
っ
た
。
裕
学
会

が
近
郷
の
秋
祭
り
に
奉
仕
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
神
主
能
の
合
間
に
佐
陀
能
を
さ
せ

て
み
よ
う
か
と
い
う
こ
と
で
、
二
つ
の
団
体
が
奉
仕
し
た
と
い
う
。
し
か
し
、
明
治

二
〇
年
以
降
、
社
中
組
の
者
が
老
齢
化
し
た
た
め
佐
陀
能
は
い
っ
た
ん
中
断
し
た
。

　そ
の
後
、
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
頃
、
ま
だ
栄
太
郎
さ
ん
が
健
在
で
、「
佐
太

神
社
の
古
伝
祭
を
復
活
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
言
い
、
新
宮
熊
一
さ
ん
と
共
同

で
大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
に
佐
陀
能
を
復
活
さ
せ
た
。
こ
の
神
能
の
仲
間
に
は
宮

川
さ
ん
、
幡
垣
さ
ん
ら
の
神
主
は
入
ら
な
か
っ
た
た
め
、
一
般
に
は
社
家
の
神
主
能

と
佐
太
神
社
の
氏
子
の
佐
陀
能
と
が
呼
び
分
け
ら
れ
て
い
た
。

　こ
の
よ
う
な
明
治
以
降
の
経
緯
が
あ
っ
た
が
、
御
座
替
神
事
の
他
に
も
ど
の
よ
う

に
し
て
こ
れ
ま
で
の
佐
太
神
社
の
伝
統
的
な
神
事
を
伝
え
て
い
く
か
、
に
つ
い
て
考

慮
さ
れ
て
、
大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
に
佐
太
神
社
古
伝
神
事
保
存
協
会
が
つ
く
ら

れ
た
。
そ
し
て
、こ
の
保
存
会
で
神
事
と
神
能
と
の
両
方
を
行
な
う
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
第
二
次
大
戦
中
に
そ
の
担
い
手
が
減
少
し
、
保
存
協
会
は
自
然
消
滅
し
て

い
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
も
佐
陀
神
能
保
存
会
だ
け
は
別
組
織
の
よ
う
に
独
立
し
て

維
持
さ
れ
た
。
昭
和
五
五
年
（
一
九
八
〇
）
に
、
社
殿
の
造
営
が
終
わ
る
と
、
そ
の

後
、
佐
太
神
社
の
古
伝
神
事
に
つ
い
て
も
保
存
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
明
治

以
来
の
流
れ
を
く
む
古
伝
神
事
保
存
協
会
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。
そ
れ
は
古

伝
の
神
事
す
べ
て
を
保
存
す
る
目
的
で
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
そ
の
中
で
も
五
月
の

祭
り
、
一
一
月
の
神
在
祭
な
ど
大
勢
の
人
が
い
な
い
と
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
と

く
に
保
存
会
の
人
た
ち
の
奉
仕
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
き
て
い
る
。

神
在
祭

　
　島

根
半
島
の
多
古
鼻
よ
り
東
の
海
岸
で
は
、
旧
暦
一
〇
月
、「
お
忌
み

荒
れ
」
の
季
節
に
、
龍
蛇
様
と
呼
ば
れ
る
背
が
黒
く
腹
が
黄
金
に
輝
く
海
蛇
が
あ
が

る
。
龍
蛇
様
を
何
度
も
あ
げ
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
鹿
島
町
御
津
の
漁
村
に
住
む
漁

師
の
金
崎
正
一
さ
ん
（
昭
和
七
年
生
ま
れ
）
に
よ
れ
ば
、
最
初
「
夜
、
イ
カ
釣
り
を

し
て
い
た
ら
船
の
ま
わ
り
を
ぐ
る
ぐ
る
ま
わ
る
四
〇
セ
ン
チ
く
ら
い
の
生
き
物
を
タ

モ
（
網
）
で
掬
い
上
げ
た
。
背
は
黒
で
腹
は
金
色
に
輝
い
て
見
え
た
。
年
寄
り
に
聞

い
た
ら
、龍
蛇
様
は
佐
太
神
社
の
お
使
い
だ
か
ら
持
っ
て
行
き
な
さ
い
と
い
わ
れ
て
、

神
社
ま
で
歩
い
て
持
っ
て
い
っ
た
」
と
い
う
。
か
つ
て
は
古
浦
の
板
橋
家
が
龍
蛇
取

り
を
家
職
と
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
板
橋
家
で
は
今
も
佐
太
神
社
の
銘
が
あ
る
板

木
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
龍
蛇
様
は
火
難
除
け
、
商
売
繁
盛
の
福
の
神
と
し
て
近
隣

を
は
じ
め
各
地
の
あ
つ
い
信
仰
を
集
め
て
い
る
。

　現
在
は
一
一
月
二
〇
日
に
社
頭
に
お
い
て
神
迎
え
の
神
事
が
行
な
わ
れ
て
か
ら
、

二
五
日
の
カ
ラ
サ
デ
（
神
送
り
）
神
事
ま
で
が
神
在
祭
の
期
間
中
で
、
そ
の
間
は
神

社
境
内
に
ア
オ
キ
の
注
連
縄
が
張
り
巡
ら
さ
れ
、
土
幣
が
立
て
ら
れ
る
。
神
迎
え
の

翌
日
か
ら
神
送
り
を
行
な
う
ま
で
は
笛
や
太
鼓
等
歌
舞
音
曲
を
停
止
す
る
。
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　し
か
し
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
の
改
暦
ま
で
は
、
旧
暦
一
〇
月
一
一
日
か
ら

一
六
日
に
上
の
斎い

み
と
称
す
る
忌
み
の
期
間
が
あ
り
、
一
七
日
か
ら
一
九
日
に
中な

か
ね根

と

称
す
る
忌
み
が
緩
む
期
間
が
あ
り
、
二
〇
日
か
ら
二
五
日
を
下
の
斎
と
称
し
て
厳
し

い
忌
み
が
課
せ
ら
れ
る
前
後
一
五
日
に
わ
た
る
長
い
祭
り
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
短
縮

さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、も
と
も
と
佐
太
神
社
で
は
下
の
斎
を
重
視
し
て
い
た
た
め
、

現
在
の
よ
う
に
二
〇
日
に
神
迎
え
を
行
な
い
、
二
五
日
に
神
送
り
を
行
な
う
こ
と
と

な
っ
て
い
る
。

　ま
た
、
朝
山
宮
司
家
の
家
例
と
し
て
、
二
五
日
の
カ
ラ
サ
デ
の
日
に
ぜ
ん
ざ
い
と

赤
貝
の
入
っ
た
「
の
っ
ぺ
汁
」
の
二
品
を
つ
く
っ
て
祝
い
、
神
様
に
も
お
供
え
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
地
域
で
は
正
月
の
雑
煮
は
小
豆
雑
煮
だ
が
、
そ
の
日
は

朝
山
宮
司
家
は
し
ょ
う
ゆ
味
の
雑
煮
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
一
般
の
家
々
が
正
月
を

祝
う
小
豆
雑
煮
が
朝
山
宮
司
家
で
は
正
月
で
は
な
く
、
こ
の
カ
ラ
サ
デ
の
日
に
食
べ

る
の
が
家
例
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　こ
の
カ
ラ
サ
デ
の
晩
に
は
、「
カ
ラ
サ
デ
婆
さ
ん
が
来
る
か
ら
便
所
に
行
か
れ
な

い
。
便
所
の
神
さ
ん
も
帰
っ
て
い
く
か
ら
便
所
に
行
く
と
行
き
逢
う
か
ら
」
と
か
、

「
外
に
出
る
な
。
帰
っ
て
い
く
神
さ
ん
に
行
き
逢
う
か
ら
」
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
き

た
。
現
在
、
神
送
り
神
事
は
夜
の
八
時
か
ら
九
時
頃
に
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

は
参
拝
者
が
増
え
た
た
め
で
あ
り
、
以
前
は
夕
方
に
は
神
事
が
終
わ
っ
て
い
た
。
そ

の
夜
、
帰
っ
て
ゆ
く
神
様
に
用
た
し
を
し
た
り
唾
を
は
い
た
り
す
る
の
は
不
敬
だ
か

ら
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
家
に
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た
の
だ
と

い
う
。

　二
五
日
の
カ
ラ
サ
デ
の
夜
、
社
頭
で
の
神
事
の
後
、
神ひ

も
ろ
ぎ籬

を
掲
げ
、
御
幣
や
御
神

酒
を
も
っ
て
、
佐
太
神
社
古
伝
神
事
保
存
協
会
の
人
た
ち
と
と
も
に
、
神
社
か
ら
約

二
キ
ロ
、
暗
闇
の
中
の
山
道
を
神
社
の
西
北
方
に
位
置
す
る
神
目
山
の
祭
場
へ
と
向

か
う
。

　祭
場
で
は
祝
の
内
藤
氏
に
よ
っ
て
松
の
御
神
木
に
柳
の
木
の
削
り
掛
け
が
二
本
、

桜
の
木
の
皮
が
二
枚
、
さ
ら
に
土
幣
二
本
が
縦
に
並
べ
ら
れ
て
、
そ
れ
が
エ
ノ
コ
カ

ズ
ラ
で
三
回
巻
か
れ
る
。
そ
の
前
で
神
々
を
送
る
船
出
の
神
事
が
行
な
わ
れ
る
。
祭

場
に
は
池
と
呼
ば
れ
る
径
約
一
メ
ー
ト
ル
の
窪
地
が
あ
り
、
そ
の
周
囲
に
社
頭
に
立

て
て
い
た
御
幣
を
一
二
本
立
て
て
注
連
縄
を
巻
く
。
そ
う
し
て
中
に
杉
の
木
の
小
さ

な
舟
を
浮
か
べ
、
神
籬
を
の
せ
て
宮
司
が
小
さ
い
声
で
「
カ
コ
、
カ
コ
、
カ
コ
」
と

三
回
唱
え
る
。
こ
の
声
を
聞
い
て
、
神
領
内
の
小
鳥
が
三
羽
死
ぬ
、
そ
し
て
カ
コ

（
水
夫
）
と
な
っ
て
舟
を
導
く
、
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
祭
場
の
池

は
日
本
海
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
も
い
う
。
そ
し
て
、
御
神
木
の
根
元
に
は
一
夜
御

水
が
供
え
ら
れ
る
。
こ
の
一
夜
御
水
を
作
る
の
は
今
で
も
講
武
の
井
上
省
三
家
が
家

職
と
し
て
い
る
。

　そ
の
後
、
一
一
月
三
〇
日
に
、
宮
司
と
社
人
の
内
藤
氏
と
で
、
再
度
神
目
山
へ
登

り
、
二
五
日
の
神
送
り
神
事
と
同
じ
よ
う
な
作
法
を
行
な
っ
て
す
べ
て
の
神
々
を
送

り
出
す
シ
ワ
神
送
り
が
行
な
わ
れ
る
。
そ
の
神
社
へ
の
帰
り
道
、
幣
挿
し
が
行
な
わ

れ
る
。
現
在
は
成
相
寺
と
の
峠
の
境
な
ど
五
カ
所
に
立
て
ら
れ
る
が
、
明
治
以
前
に

は
佐
太
神
社
の
支
配
領
域
で
あ
っ
た
三
郡
半
の
境
界
の
二
八
カ
所
に
幣
立
て
場
が
あ

り
、
当
時
は
二
一
日
に
神
在
祭
が
始
ま
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
た
め
に
シ
バ
サ
シ
が
行

な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。

　五
月
二
〇
日
か
ら
二
五
日
（
元
は
四
月
二
〇
か
ら
二
五
日
）
に
裏
月
の
お
忌
み
祭

り
が
行
な
わ
れ
る
。
一
一
月
と
同
じ
よ
う
に
行
な
わ
れ
る
が
、
こ
の
と
き
は
朝
山
宮

司
と
内
藤
氏
と
近
隣
の
神
主
が
二
、三
人
で
行
な
い
、
古
伝
神
事
保
存
会
の
奉
仕
は

な
く
、
一
夜
御
水
も
な
い
。

佐
太
神
社
の
年
の
更
新

　
　出

雲
地
方
で
神
在
祭
を
伝
承
し
て
い
る
神
社
は
、
こ
の

佐
太
神
社
（
一
一
月
二
〇
日
～
二
五
日
）
の
他
に
、
出
雲
大
社
（
旧
一
〇
月
一
〇
日

～
一
七
日
）、
日
御
碕
神
社
（
旧
一
〇
月
一
一
日
～
一
七
日
）、
神
魂
神
社
（
一
一

月
一
一
日
か
ら
一
八
日
）、
売
豆
紀
神
社
（
一
二
月
三
日
）、
多
賀
（
朝
酌
下
）
神

社
（
一
〇
月
二
五
日
・
二
六
日
）、
万
九
千
神
社
（
一
一
月
一
七
日
～
二
六
日
）、
朝

山
神
社
（
旧
一
〇
月
一
日
～
一
〇
日
）、
神
原
神
社
（
一
一
月
二
六
日
）
の
九
社
が

知
ら
れ
て
い
る

（
6
（

。
ま
た
、
朝
山
皓
「
出
雲
神
在
祭
の
起
原
に
就
い
て

（
7
（

」
に
よ
れ
ば
、
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　し
か
し
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
の
改
暦
ま
で
は
、
旧
暦
一
〇
月
一
一
日
か
ら

一
六
日
に
上
の
斎い

み
と
称
す
る
忌
み
の
期
間
が
あ
り
、
一
七
日
か
ら
一
九
日
に
中な

か
ね根

と

称
す
る
忌
み
が
緩
む
期
間
が
あ
り
、
二
〇
日
か
ら
二
五
日
を
下
の
斎
と
称
し
て
厳
し

い
忌
み
が
課
せ
ら
れ
る
前
後
一
五
日
に
わ
た
る
長
い
祭
り
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
短
縮

さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、も
と
も
と
佐
太
神
社
で
は
下
の
斎
を
重
視
し
て
い
た
た
め
、

現
在
の
よ
う
に
二
〇
日
に
神
迎
え
を
行
な
い
、
二
五
日
に
神
送
り
を
行
な
う
こ
と
と

な
っ
て
い
る
。

　ま
た
、
朝
山
宮
司
家
の
家
例
と
し
て
、
二
五
日
の
カ
ラ
サ
デ
の
日
に
ぜ
ん
ざ
い
と

赤
貝
の
入
っ
た
「
の
っ
ぺ
汁
」
の
二
品
を
つ
く
っ
て
祝
い
、
神
様
に
も
お
供
え
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
地
域
で
は
正
月
の
雑
煮
は
小
豆
雑
煮
だ
が
、
そ
の
日
は

朝
山
宮
司
家
は
し
ょ
う
ゆ
味
の
雑
煮
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
一
般
の
家
々
が
正
月
を

祝
う
小
豆
雑
煮
が
朝
山
宮
司
家
で
は
正
月
で
は
な
く
、
こ
の
カ
ラ
サ
デ
の
日
に
食
べ

る
の
が
家
例
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　こ
の
カ
ラ
サ
デ
の
晩
に
は
、「
カ
ラ
サ
デ
婆
さ
ん
が
来
る
か
ら
便
所
に
行
か
れ
な

い
。
便
所
の
神
さ
ん
も
帰
っ
て
い
く
か
ら
便
所
に
行
く
と
行
き
逢
う
か
ら
」
と
か
、

「
外
に
出
る
な
。
帰
っ
て
い
く
神
さ
ん
に
行
き
逢
う
か
ら
」
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
き

た
。
現
在
、
神
送
り
神
事
は
夜
の
八
時
か
ら
九
時
頃
に
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

は
参
拝
者
が
増
え
た
た
め
で
あ
り
、
以
前
は
夕
方
に
は
神
事
が
終
わ
っ
て
い
た
。
そ

の
夜
、
帰
っ
て
ゆ
く
神
様
に
用
た
し
を
し
た
り
唾
を
は
い
た
り
す
る
の
は
不
敬
だ
か

ら
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
家
に
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た
の
だ
と

い
う
。

　二
五
日
の
カ
ラ
サ
デ
の
夜
、
社
頭
で
の
神
事
の
後
、
神ひ

も
ろ
ぎ籬

を
掲
げ
、
御
幣
や
御
神

酒
を
も
っ
て
、
佐
太
神
社
古
伝
神
事
保
存
協
会
の
人
た
ち
と
と
も
に
、
神
社
か
ら
約

二
キ
ロ
、
暗
闇
の
中
の
山
道
を
神
社
の
西
北
方
に
位
置
す
る
神
目
山
の
祭
場
へ
と
向

か
う
。

　祭
場
で
は
祝
の
内
藤
氏
に
よ
っ
て
松
の
御
神
木
に
柳
の
木
の
削
り
掛
け
が
二
本
、

桜
の
木
の
皮
が
二
枚
、
さ
ら
に
土
幣
二
本
が
縦
に
並
べ
ら
れ
て
、
そ
れ
が
エ
ノ
コ
カ

ズ
ラ
で
三
回
巻
か
れ
る
。
そ
の
前
で
神
々
を
送
る
船
出
の
神
事
が
行
な
わ
れ
る
。
祭

場
に
は
池
と
呼
ば
れ
る
径
約
一
メ
ー
ト
ル
の
窪
地
が
あ
り
、
そ
の
周
囲
に
社
頭
に
立

て
て
い
た
御
幣
を
一
二
本
立
て
て
注
連
縄
を
巻
く
。
そ
う
し
て
中
に
杉
の
木
の
小
さ

な
舟
を
浮
か
べ
、
神
籬
を
の
せ
て
宮
司
が
小
さ
い
声
で
「
カ
コ
、
カ
コ
、
カ
コ
」
と

三
回
唱
え
る
。
こ
の
声
を
聞
い
て
、
神
領
内
の
小
鳥
が
三
羽
死
ぬ
、
そ
し
て
カ
コ

（
水
夫
）
と
な
っ
て
舟
を
導
く
、
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
祭
場
の
池

は
日
本
海
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
も
い
う
。
そ
し
て
、
御
神
木
の
根
元
に
は
一
夜
御

水
が
供
え
ら
れ
る
。
こ
の
一
夜
御
水
を
作
る
の
は
今
で
も
講
武
の
井
上
省
三
家
が
家

職
と
し
て
い
る
。

　そ
の
後
、
一
一
月
三
〇
日
に
、
宮
司
と
社
人
の
内
藤
氏
と
で
、
再
度
神
目
山
へ
登

り
、
二
五
日
の
神
送
り
神
事
と
同
じ
よ
う
な
作
法
を
行
な
っ
て
す
べ
て
の
神
々
を
送

り
出
す
シ
ワ
神
送
り
が
行
な
わ
れ
る
。
そ
の
神
社
へ
の
帰
り
道
、
幣
挿
し
が
行
な
わ

れ
る
。
現
在
は
成
相
寺
と
の
峠
の
境
な
ど
五
カ
所
に
立
て
ら
れ
る
が
、
明
治
以
前
に

は
佐
太
神
社
の
支
配
領
域
で
あ
っ
た
三
郡
半
の
境
界
の
二
八
カ
所
に
幣
立
て
場
が
あ

り
、
当
時
は
二
一
日
に
神
在
祭
が
始
ま
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
た
め
に
シ
バ
サ
シ
が
行

な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。

　五
月
二
〇
日
か
ら
二
五
日
（
元
は
四
月
二
〇
か
ら
二
五
日
）
に
裏
月
の
お
忌
み
祭

り
が
行
な
わ
れ
る
。
一
一
月
と
同
じ
よ
う
に
行
な
わ
れ
る
が
、
こ
の
と
き
は
朝
山
宮

司
と
内
藤
氏
と
近
隣
の
神
主
が
二
、三
人
で
行
な
い
、
古
伝
神
事
保
存
会
の
奉
仕
は

な
く
、
一
夜
御
水
も
な
い
。

佐
太
神
社
の
年
の
更
新

　
　出

雲
地
方
で
神
在
祭
を
伝
承
し
て
い
る
神
社
は
、
こ
の

佐
太
神
社
（
一
一
月
二
〇
日
～
二
五
日
）
の
他
に
、
出
雲
大
社
（
旧
一
〇
月
一
〇
日

～
一
七
日
）、
日
御
碕
神
社
（
旧
一
〇
月
一
一
日
～
一
七
日
）、
神
魂
神
社
（
一
一

月
一
一
日
か
ら
一
八
日
）、
売
豆
紀
神
社
（
一
二
月
三
日
）、
多
賀
（
朝
酌
下
）
神

社
（
一
〇
月
二
五
日
・
二
六
日
）、
万
九
千
神
社
（
一
一
月
一
七
日
～
二
六
日
）、
朝

山
神
社
（
旧
一
〇
月
一
日
～
一
〇
日
）、
神
原
神
社
（
一
一
月
二
六
日
）
の
九
社
が

知
ら
れ
て
い
る

（
6
（

。
ま
た
、
朝
山
皓
「
出
雲
神
在
祭
の
起
原
に
就
い
て

（
7
（

」
に
よ
れ
ば
、
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『
万
葉
集
』
に
「
神
名
火
に
神
蘺
立
て
ゝ
い
は
へ
ど
も
人
の
心
は
守
り
あ
へ
ぬ
も
の
」

（
十
一
巻
）
と
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
神
名
火
山
を
上
代
の
神
々
祭
祀
の
斎
場
で
出

雲
特
有
の
も
の
で
あ
っ
た
と
し
た
う
え
で
、「
古
代
出
雲
族
は
毎
年
十
一
月
新
嘗
会

に
先
立
ち
十
月
を
も
っ
て
こ
の
山
上
の
斎
場
に
て
初
穂
の
新
穀
を
捧
げ
て
天
神
地
祇

八
百
万
神
を
祀
っ
た
」
と
述
べ
、
神
在
祭
と
新
嘗
祭
と
の
関
連
を
指
摘
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
新
嘗
祭
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
の
見
解
で
あ
り
、
佐
太
神
社
の
場

合
、
神
社
の
一
年
の
祭
事
を
俯
瞰
す
る
な
ら
ば
、
や
は
り
注
目
さ
れ
る
の
は
御
座
替

神
事
と
の
関
連
で
あ
る
。

　つ
ま
り
、
御
座
替
神
事
は
佐
太
神
社
の
古
伝
祭
の
中
で
も
も
っ
と
も
き
び
し
い
潔

斎
と
緊
張
を
強
い
ら
れ
る
重
要
な
神
事
で
あ
る
。
佐
太
神
社
に
関
す
る
研
究
に
お
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
御
座
替
神
事
と
神
在
祭
と
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
神
事
と
み
な
さ

れ
て
き
た
が
、
神
社
の
一
年
と
い
う
文
脈
で
み
る
な
ら
ば
、
九
月
の
御
座
替
神
事
は

一
一
月
の
神
在
祭
で
新
し
い
神
を
迎
え
る
た
め
の
神
事
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
神
在
祭
は
、
龍
蛇
迎
え
に
よ
る
毎
年
繰
り
返
さ
れ
る
新
し
い
霊
力
の
更
新
と
シ

ワ
神
送
り
に
よ
る
祓
え
清
め
の
意
味
を
も
つ
神
事
儀
礼
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
述
の

朝
山
宮
司
家
の
「
の
っ
ぺ
汁
」
と
ぜ
ん
ざ
い
の
家
例
は
、
神
在
祭
が
こ
の
宮
司
家
と

佐
太
神
社
に
と
っ
て
一
年
の
循
環
の
上
で
、
新
た
な
年
へ
と
更
新
さ
れ
る
正
月
行
事

に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
表
月
の

旧
暦
十
月
（
新
暦
十
一
月
）
の
神
在
祭
に
対
し
て
、
そ
れ
に
対
応
す
る
関
係
の
裏
月

の
お
忌
み
さ
ん
祭
り
が
一
年
を
二
分
す
る
旧
暦
四
月
（
新
暦
五
月
）
に
設
定
さ
れ
て

い
る
の
も
、
こ
の
神
在
祭
が
佐
太
神
社
の
年
間
祭
礼
の
基
準
軸
で
あ
る
こ
と
を
明
示

し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
こ
に
は
一
般
的
な
正
月
を
基
準
と
す
る
年
間
暦
と
は

異
な
る
佐
太
神
社
に
特
有
の
一
年
の
循
環
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　（4
）
神
社
祭
礼
へ
の
奉
仕

　平
成
一
三
年（
二
〇
〇
一
）・
一
四
年（
二
〇
〇
二
）の
現
在

　
　平

成
一
三
年
か

ら
一
四
年
に
向
か
う
頃
、
御
盛
の
祝
と
呼
ば
れ
る
役
を
長
年
勤
め
て
き
た
内
藤
康

夫
さ
ん
（
昭
和
七
年
〈
一
九
三
二
〉
生
ま
れ
〉
が
七
〇
歳
を
迎
え
て
引
退
を
考
え

る
よ
う
に
な
っ
た
。
内
藤
さ
ん
と
い
え
ば
、
こ
れ
ま
で
長
い
間
、
佐
太
神
社
の
ほ

と
ん
ど
の
神
事
に
際
し
て
そ
の
熟
饌
を
調
整
し
、
ま
た
神
事
全
般
の
準
備
を
行
な
う

役
目
の
家
職
を
担
っ
て
き
た
内
藤
家
の
当
主
で
あ
る
。
そ
の
内
藤
さ
ん
が
神
社
の

世
話
の
仕
事
を
後
継
の
石
橋
淳
一
さ
ん
（
昭
和
四
六
年
生
ま
れ
）
と
い
う
若
者
に

教
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
内
藤
さ
ん
が
御
盛
の
祝
を
引
き
継
い
だ
の
は
昭
和
二
三
年

（
一
九
四
八
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
五
十
年
以
上
が
経
ち
、
内
藤
さ
ん

に
は
こ
の
役
目
を
引
き
渡
す
こ
と
の
で
き
る
子
供
が
い
な
い
た
め
、
同
じ
鹿
島
町
内

に
住
む
石
橋
さ
ん
に
こ
の
役
を
引
き
渡
す
こ
と
と
な
っ
た
。
以
下
は
、
平
成
一
五
年

（
二
〇
〇
三
）
九
月
二
六
日
に
行
な
っ
た
内
藤
さ
ん
へ
の
聞
き
取
り
に
も
と
づ
く
記

録
の
う
ち
、
と
く
に
印
象
的
な
語
り
で
あ
る
。

　「
自
分
の
か
か
っ
た
人
、
つ
ま
り
自
分
の
子
供
に
受
け
継
い
で
も
ら
わ
ん
で
も
、

誰
か
や
っ
て
く
れ
れ
ば
い
い
。
そ
う
で
な
い
と
自
分
が
何
十
年
も
や
っ
て
き
た
こ
と

が
む
だ
に
な
る
。
ど
な
た
で
も
い
い
か
ら
、
き
ち
ん
と
私
の
満
足
の
い
く
よ
う
に
引

き
継
い
で
い
た
だ
け
れ
ば
、
私
の
五
〇
年
や
っ
て
き
た
こ
と
が
大
事
に
さ
れ
る
と

思
っ
て
い
る
。
内
藤
家
に
こ
だ
わ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
、
神
能
を
引
き
継
い
で

も
ら
い
た
い
。
七
座
の
神
事
を
継
承
し
て
い
く
こ
と
で
、
神
社
を
祭
る
こ
と
が
わ
か

る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
」。

　「
佐
太
神
社
で
は
、
御
座
替
神
事
が
原
点
で
あ
る
。
一
般
の
人
に
わ
か
り
や
す
い

の
は
お
忌
み
祭
り
と
呼
ば
れ
る
神
在
祭
で
あ
る
が
、
こ
の
お
忌
み
祭
り
を
す
る
た
め

に
は
御
座
替
え
と
七
座
の
神
事
が
原
点
で
あ
る
」。

　「
自
分
の
受
け
た
も
の
を
誰
か
に
受
け
継
い
で
も
ら
い
た
い
。
ず
っ
と
内
藤
家
が

祝は
ふ
りを

や
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
思
う
。
曽
祖
父
の
栄
太
郎
以
来
、
自
分
ま
で
は

内
藤
家
で
つ
と
め
て
き
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
そ
れ
以
前
ま
で
に
は
、
社
中
で
で
き

る
人
が
や
る
、
と
い
う
ふ
う
に
回
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
」。

　「
平
成
一
三
年
の
春
の
お
忌
み
祭
り
で
若
い
石
橋
さ
ん
と
一
緒
に
山
に
上
が
っ
た
。

平
成
一
四
年
の
春
に
は
材
料
を
切
り
に
い
く
の
も
彼
を
一
緒
に
連
れ
て
歩
い
た
。
そ
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う
し
て
三
回
上
が
っ
て
、
去
年
（
平
成
一
四
年
）
の
秋
に
は
、
も
う
石
橋
さ
ん
一
人

で
よ
か
ろ
う
と
思
っ
て
、
一
人
で
上
が
ら
せ
た
。
す
る
と
ど
う
い
う
わ
け
か
、
あ
の

よ
う
な
す
ご
い
雨
に
な
っ
た
。
自
分
は
こ
れ
ま
で
傘
を
も
っ
て
神
ノ
目
山
に
上
が
っ

た
こ
と
は
三
回
と
な
い
。
何
か
あ
る
と
、自
分
は
潔
斎
が
何
か
足
り
な
か
っ
た
の
か
、

と
考
え
て
み
る
。
潔
斎
は
し
て
も
こ
れ
で
十
分
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
が
潔
斎

と
い
う
も
の
で
あ
る
」。

　「
お
と
と
し
（
平
成
一
三
年
）、
九
月
二
〇
日
か
ら
二
四
日
の
間
、
毎
朝
、
宮
司
の

参
籠
の
も
み
火
が
出
な
か
っ
た
。
新
宮
幸
雄
さ
ん
と
新
宮
嘉
夫
さ
ん
と
、
そ
れ
に
石

橋
さ
ん
と
私
（
内
藤
）
と
で
火
を
鑽
っ
て
い
た
。
朝
七
時
に
集
っ
て
、一
〇
時
に
や
っ

と
火
が
出
た
が
、
手
の
皮
が
む
け
て
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
っ
て
も
な
か
な
か
出
な
か
っ

た
。
途
中
、
休
ん
で
も
う
一
度
や
っ
た
」。

　「
こ
の
仕
事
は
自
然
に
の
め
り
こ
ん
で
い
く
。
自
然
に
怖
さ
を
感
じ
て
い
く
。
ず
っ

と
入
っ
て
い
っ
て
ど
う
い
う
気
持
ち
に
な
っ
て
い
く
か
。
そ
れ
は
、
あ
の
人
（
後
継

者
の
石
橋
さ
ん
）
が
こ
れ
か
ら
自
分
で
考
え
る
こ
と
。
石
橋
さ
ん
に
は
「
わ
し
は
こ

う
い
う
ふ
う
に
や
っ
て
き
た
が
な
ぁ
」
と
い
う
ふ
う
な
言
い
方
を
し
て
い
る
。
石
橋

さ
ん
は
そ
れ
を
ノ
ー
ト
に
書
き
な
が
ら
い
ま
覚
え
て
い
る
。
自
分
は
か
つ
て
「
す
み

ま
せ
ん
、
す
み
ま
せ
ん
」
と
い
い
な
が
ら
、
先
輩
の
や
る
こ
と
を
見
な
が
ら
覚
え
て

き
た
。
こ
の
点
が
今
の
若
い
人
は
違
う
な
と
思
う
」。

　そ
し
て
、
内
藤
さ
ん
は
、
若
い
石
橋
さ
ん
に
は
「
祭
り
ご
と
は
実
際
そ
の
場
で
身

体
で
も
っ
て
覚
え
て
、
身
体
が
自
然
に
祭
り
を
動
か
す
よ
う
に
な
ら
ん
と
ね
。
技
術

的
に
こ
う
だ
こ
う
だ
と
い
う
の
は
見
て
覚
え
る
こ
と
で
、
あ
ん
た
は
そ
れ
を
身
体
で

覚
え
て
く
だ
さ
い
」
と
常
々
言
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
五
〇
年
以

上
と
い
う
自
分
自
身
の
長
年
蓄
積
さ
れ
た
奉
仕
経
験
へ
の
反
省
と
自
信
と
の
綯
い
交

ぜ
的
な
達
成
感
が
表
出
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
加
齢
と
引
退
と
次
世
代
の
無
知
識

無
経
験
の
若
者
へ
の
役
割
交
代
へ
と
い
う
不
可
避
的
な
現
実
の
前
に
、
不
安
と
期
待

と
の
綯
い
交
ぜ
的
な
諦
観
と
が
表
出
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
内
藤
さ
ん
の
神

社
祭
祀
へ
の
奉
仕
の
心
は
、
内
藤
さ
ん
以
外
の
誰
の
も
の
で
も
な
い
と
同
時
に
、
新

た
な
石
橋
さ
ん
が
ま
た
一
人
で
自
ら
の
体
験
の
中
で
創
り
出
し
て
い
く
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
が
、は
た
し
て
五
〇
年
以
上
続
く
か
何
年
続
く
か
そ
れ
は
別
問
題
と
し
て
、

奉
仕
者
自
身
の
成
功
と
失
敗
の
経
験
の
積
み
重
ね
の
中
に
創
り
出
さ
れ
、
ま
た
伝
え

ら
れ
て
い
く
独
自
性
と
共
通
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
ら
の
内

藤
さ
ん
の
語
り
や
ま
た
多
く
の
祭
礼
へ
の
奉
仕
の
実
践
の
中
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る

（
8
（

。

論
点

　

　本
稿
の
主
要
な
論
点
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
以
下
の
三
点
で
あ
る
。

　第
一
、
美
保
神
社
や
佐
太
神
社
の
よ
う
に
歴
史
の
深
い
神
社
に
は
、
そ
の
神
社
に

特
有
の
時
間
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
社
会
的
に
す
で
に
一
般
化
さ
れ
て
そ
れ
以
外
に

は
存
在
し
な
い
か
に
思
わ
れ
て
い
る
正
月
を
区
切
り
と
す
る
一
年
の
リ
ズ
ム
と
は
別

の
も
の
で
あ
る
。
一
年
と
い
う
時
間
の
循
環
は
、
神
社
に
奉
仕
す
る
現
実
の
人
間
と

彼
ら
が
世
代
を
重
ね
て
想
定
し
て
き
て
い
る
神
霊
と
の
交
感
の
世
界
に
、
そ
れ
ぞ
れ

神
社
ご
と
に
歴
史
的
に
刻
ま
れ
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

　第
二
、
美
保
神
社
の
青
柴
垣
神
事
と
諸
手
船
神
事
、
佐
太
神
社
の
御
座
替
神
事
と

七
座
神
事
、
神
在
祭
と
い
う
伝
統
的
な
祭
礼
の
両
者
に
共
通
す
る
現
在
の
課
題
は
、

そ
れ
ら
古
伝
祭
と
い
わ
れ
る
由
緒
あ
る
神
事
祭
礼
の
担
い
手
の
不
足
と
い
う
現
実
問

題
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
危
機
的
状
況
の
な
か
で
、
美
保
関
の
人
々
に
と
っ
て
は
と

く
に
春
の
青
柴
垣
神
事
を
行
な
う
こ
と
が
彼
ら
の
自
己
確
認
と
存
在
証
明
で
あ
り
、

佐
太
神
社
で
は
と
く
に
御
座
替
神
事
と
七
座
神
事
、
神
在
祭
と
を
行
な
う
こ
と
が
彼

ら
の
自
己
確
認
と
そ
の
存
在
証
明
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
伝
承
の
維
持
の
た
め

に
選
択
さ
れ
た
の
が
、
美
保
関
で
は
頭
筋
、
佐
太
神
社
で
は
社
人
と
い
う
伝
統
的
な

家
柄
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
、
自
発
的
に
奉
仕
を
希
望
す
る
人
物
を
迎
え
入
れ
る
と
い
う

方
法
で
あ
る
。
残
す
べ
き
も
の
と
捨
て
る
べ
き
者
と
の
選
択
、
そ
れ
こ
そ
が
伝
承
の

宿
命
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
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う
し
て
三
回
上
が
っ
て
、
去
年
（
平
成
一
四
年
）
の
秋
に
は
、
も
う
石
橋
さ
ん
一
人

で
よ
か
ろ
う
と
思
っ
て
、
一
人
で
上
が
ら
せ
た
。
す
る
と
ど
う
い
う
わ
け
か
、
あ
の

よ
う
な
す
ご
い
雨
に
な
っ
た
。
自
分
は
こ
れ
ま
で
傘
を
も
っ
て
神
ノ
目
山
に
上
が
っ

た
こ
と
は
三
回
と
な
い
。
何
か
あ
る
と
、自
分
は
潔
斎
が
何
か
足
り
な
か
っ
た
の
か
、

と
考
え
て
み
る
。
潔
斎
は
し
て
も
こ
れ
で
十
分
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
が
潔
斎

と
い
う
も
の
で
あ
る
」。

　「
お
と
と
し
（
平
成
一
三
年
）、
九
月
二
〇
日
か
ら
二
四
日
の
間
、
毎
朝
、
宮
司
の

参
籠
の
も
み
火
が
出
な
か
っ
た
。
新
宮
幸
雄
さ
ん
と
新
宮
嘉
夫
さ
ん
と
、
そ
れ
に
石

橋
さ
ん
と
私
（
内
藤
）
と
で
火
を
鑽
っ
て
い
た
。
朝
七
時
に
集
っ
て
、一
〇
時
に
や
っ

と
火
が
出
た
が
、
手
の
皮
が
む
け
て
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
っ
て
も
な
か
な
か
出
な
か
っ

た
。
途
中
、
休
ん
で
も
う
一
度
や
っ
た
」。

　「
こ
の
仕
事
は
自
然
に
の
め
り
こ
ん
で
い
く
。
自
然
に
怖
さ
を
感
じ
て
い
く
。
ず
っ

と
入
っ
て
い
っ
て
ど
う
い
う
気
持
ち
に
な
っ
て
い
く
か
。
そ
れ
は
、
あ
の
人
（
後
継

者
の
石
橋
さ
ん
）
が
こ
れ
か
ら
自
分
で
考
え
る
こ
と
。
石
橋
さ
ん
に
は
「
わ
し
は
こ

う
い
う
ふ
う
に
や
っ
て
き
た
が
な
ぁ
」
と
い
う
ふ
う
な
言
い
方
を
し
て
い
る
。
石
橋

さ
ん
は
そ
れ
を
ノ
ー
ト
に
書
き
な
が
ら
い
ま
覚
え
て
い
る
。
自
分
は
か
つ
て
「
す
み

ま
せ
ん
、
す
み
ま
せ
ん
」
と
い
い
な
が
ら
、
先
輩
の
や
る
こ
と
を
見
な
が
ら
覚
え
て

き
た
。
こ
の
点
が
今
の
若
い
人
は
違
う
な
と
思
う
」。

　そ
し
て
、
内
藤
さ
ん
は
、
若
い
石
橋
さ
ん
に
は
「
祭
り
ご
と
は
実
際
そ
の
場
で
身

体
で
も
っ
て
覚
え
て
、
身
体
が
自
然
に
祭
り
を
動
か
す
よ
う
に
な
ら
ん
と
ね
。
技
術

的
に
こ
う
だ
こ
う
だ
と
い
う
の
は
見
て
覚
え
る
こ
と
で
、
あ
ん
た
は
そ
れ
を
身
体
で

覚
え
て
く
だ
さ
い
」
と
常
々
言
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
五
〇
年
以

上
と
い
う
自
分
自
身
の
長
年
蓄
積
さ
れ
た
奉
仕
経
験
へ
の
反
省
と
自
信
と
の
綯
い
交

ぜ
的
な
達
成
感
が
表
出
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
加
齢
と
引
退
と
次
世
代
の
無
知
識

無
経
験
の
若
者
へ
の
役
割
交
代
へ
と
い
う
不
可
避
的
な
現
実
の
前
に
、
不
安
と
期
待

と
の
綯
い
交
ぜ
的
な
諦
観
と
が
表
出
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
内
藤
さ
ん
の
神

社
祭
祀
へ
の
奉
仕
の
心
は
、
内
藤
さ
ん
以
外
の
誰
の
も
の
で
も
な
い
と
同
時
に
、
新

た
な
石
橋
さ
ん
が
ま
た
一
人
で
自
ら
の
体
験
の
中
で
創
り
出
し
て
い
く
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
が
、は
た
し
て
五
〇
年
以
上
続
く
か
何
年
続
く
か
そ
れ
は
別
問
題
と
し
て
、

奉
仕
者
自
身
の
成
功
と
失
敗
の
経
験
の
積
み
重
ね
の
中
に
創
り
出
さ
れ
、
ま
た
伝
え

ら
れ
て
い
く
独
自
性
と
共
通
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
ら
の
内

藤
さ
ん
の
語
り
や
ま
た
多
く
の
祭
礼
へ
の
奉
仕
の
実
践
の
中
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る

（
8
（

。

論
点

　

　本
稿
の
主
要
な
論
点
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
以
下
の
三
点
で
あ
る
。

　第
一
、
美
保
神
社
や
佐
太
神
社
の
よ
う
に
歴
史
の
深
い
神
社
に
は
、
そ
の
神
社
に

特
有
の
時
間
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
社
会
的
に
す
で
に
一
般
化
さ
れ
て
そ
れ
以
外
に

は
存
在
し
な
い
か
に
思
わ
れ
て
い
る
正
月
を
区
切
り
と
す
る
一
年
の
リ
ズ
ム
と
は
別

の
も
の
で
あ
る
。
一
年
と
い
う
時
間
の
循
環
は
、
神
社
に
奉
仕
す
る
現
実
の
人
間
と

彼
ら
が
世
代
を
重
ね
て
想
定
し
て
き
て
い
る
神
霊
と
の
交
感
の
世
界
に
、
そ
れ
ぞ
れ

神
社
ご
と
に
歴
史
的
に
刻
ま
れ
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

　第
二
、
美
保
神
社
の
青
柴
垣
神
事
と
諸
手
船
神
事
、
佐
太
神
社
の
御
座
替
神
事
と

七
座
神
事
、
神
在
祭
と
い
う
伝
統
的
な
祭
礼
の
両
者
に
共
通
す
る
現
在
の
課
題
は
、

そ
れ
ら
古
伝
祭
と
い
わ
れ
る
由
緒
あ
る
神
事
祭
礼
の
担
い
手
の
不
足
と
い
う
現
実
問

題
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
危
機
的
状
況
の
な
か
で
、
美
保
関
の
人
々
に
と
っ
て
は
と

く
に
春
の
青
柴
垣
神
事
を
行
な
う
こ
と
が
彼
ら
の
自
己
確
認
と
存
在
証
明
で
あ
り
、

佐
太
神
社
で
は
と
く
に
御
座
替
神
事
と
七
座
神
事
、
神
在
祭
と
を
行
な
う
こ
と
が
彼

ら
の
自
己
確
認
と
そ
の
存
在
証
明
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
伝
承
の
維
持
の
た
め

に
選
択
さ
れ
た
の
が
、
美
保
関
で
は
頭
筋
、
佐
太
神
社
で
は
社
人
と
い
う
伝
統
的
な

家
柄
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
、
自
発
的
に
奉
仕
を
希
望
す
る
人
物
を
迎
え
入
れ
る
と
い
う

方
法
で
あ
る
。
残
す
べ
き
も
の
と
捨
て
る
べ
き
者
と
の
選
択
、
そ
れ
こ
そ
が
伝
承
の

宿
命
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
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註（
1
）

　佐
陀
神
能
に
つ
い
て
は
、
本
田
安
次
『
神
楽
』（『
本
田
安
次
著
作
集
』
一
）
錦
正
社
、
一
九
九
三

年
（
一
九
六
六
）、
同
『
日
本
の
祭
り
と
芸
能
』
錦
正
社

　一
九
七
四
年
、
石
塚
尊
俊
『
西
日

本
諸
神
楽
の
研
究
』
慶
友
社
、
一
九
七
九
年
、
鹿
島
町
立
歴
史
民
俗
資
料
館
『
舞
う

　重
要
無

形
民
俗
文
化
財

　佐
陀
神
能
』（
特
別
展
図
録
）
一
九
九
四
年
、
な
ど
の
研
究
が
あ
る
。

（
2
）

　神
在
祭
に
つ
い
て
は
、
朝
山
皓
「
神
在
祭
に
つ
い
て
」『
神
道
史
学
』
四
、一
九
五
三
年
、

井
上
寛
司
「
佐
太
神
社
に
お
け
る
『
神
在
祭
』
の
成
立
」（
教
育
研
究
学
特
別
経
費
に
よ
る

研
究
報
告

　一
九
九
一
年
）、
品
川
知
彦
「
佐
太
神
在
祭
考
」（『
論
集
』
印
度
学
宗
教
学
会

二
三
、一
九
九
六
年
）、
同
「
出
雲
神
在
祭
の
歴
史
と
解
釈
」（『
出
雲
大
社
の
祭
礼
行
事
』

一
九
九
五
年
）、
石
塚
尊
俊
『
神
去
来
』
慶
友
社
、
一
九
九
五
年
、
新
谷
尚
紀
『
神
々
の
原
像
』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
な
ど
の
研
究
が
あ
る
。

（
3
）

　以
下
の
伝
承
は
宮
司
の
朝
山
芳
囶
氏
か
ら
の
聞
き
取
り
に
よ
る
。

（
4
）

　新
谷
尚
紀
『
神
々
の
原
像
』
吉
川
弘
文
館

　二
〇
〇
〇
年
、
一
〇
三
ペ
ー
ジ

（
5
）

　井
上
寛
司
「
中
世
佐
陀
神
社
の
構
造
と
特
質
」（『
重
要
文
化
財

　佐
太
神
社
―
佐
太
神
社
の

総
合
的
研
究
―
』
鹿
島
町
立
歴
史
民
俗
資
料
館

　一
九
九
七
年
）

（
6
）

　石
塚
尊
俊
『
神
去
来
』
慶
友
社
、
一
九
九
五
年
、
三
二
〇
ペ
ー
ジ

（
7
）

　朝
山
皓
「
出
雲
神
在
祭
の
起
原
に
就
い
て
」『
国
学
院
雑
誌
』
三
九
―
二
、一
九
三
三
年

（
8
）

　た
と
え
ば
、
神
社
に
お
つ
と
め
さ
れ
る
方
々
の
奉
仕
の
心
に
つ
い
て
は
、
厳
島
神
社
、
八
坂

神
社
に
お
い
て
も
実
感
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
平
成
一
三
年
（
二
〇
〇
一
）
五
月
末
、
私
ど

も
は
宮
司
の
野
坂
元
良
氏
の
お
計
ら
い
で
、
明
治
以
来
連
綿
と
記
録
さ
れ
て
き
た
社
務
日
誌
を

閲
覧
す
る
機
会
を
い
た
だ
い
た
。
そ
こ
に
は
、
当
時
、
社
家
と
し
て
つ
と
め
て
お
ら
れ
た
飯
田

楯
明
禰
宜
や
福
田
道
憲
権
禰
宜
の
先
代
、
先
々
代
の
方
々
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
社

務
日
誌
は
今
で
も
宿
直
の
神
職
の
方
が
毎
日
交
代
で
書
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
宮
島

に
住
ま
い
、
神
社
に
奉
仕
さ
れ
て
き
た
由
緒
あ
る
家
々
の
子
孫
が
今
ま
た
そ
の
役
目
を
果
た
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
た
び
た
び
の
台
風
被
害
の
復
興
に
力
を
尽
く
さ
れ
、
春
と
秋
に

は
学
芸
員
資
格
も
有
す
る
飯
田
氏
と
福
田
氏
が
中
心
に
な
っ
て
社
務
所
に
隣
接
す
る
収
蔵
庫

を
利
用
し
て
貴
重
な
宝
物
の
閲
覧
の
機
会
を
提
供
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
方
々
の

神
社
と
社
宝
を
無
事
に
守
り
伝
え
よ
う
と
す
る
責
任
感
は
あ
た
か
も
社
家
の
代
々
の
由
緒
に

後
押
し
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
と
て
も
強
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
神
事
の

お
つ
と
め
だ
け
で
な
く
、
舞
楽
の
際
に
は
奏
楽
者
と
な
り
、
神
社
伝
存
の
宝
物
や
古
文
書
の
管

理
も
行
わ
れ
る
姿
に
は
、
神
社
の
も
つ
多
面
的
な
文
化
的
性
格
は
そ
こ
に
つ
と
め
て
お
ら
れ
る

方
々
の
多
才
な
能
力
と
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
に
対
応
し
て
い
る
と
気
づ
か
さ
れ
た
。

　
　
　ま

た
、
八
坂
神
社
の
例
で
あ
る
。
平
成
一
三
年
（
二
〇
〇
一
）
二
月
、
当
時
八
坂
神
社
宮
司

で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
真
弓
常
忠
氏
（
現
住
吉
神
社
宮
司
）
と
現
在
八
坂
神
社
宮
司
、
森
壽
雄
氏

の
ご
理
解
を
い
た
だ
い
て
、
京
都
精
華
大
学
の
小
椋
純
一
先
生
の
ご
指
導
の
も
と
に
神
社
境
内

に
あ
る
直
径
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
太
さ
の
樹
木
を
一
本
一
本
す
べ
て
そ
の
種
類
と

胸
高
の
直
径
を
調
査
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
結
果
、
樹
木
は
比
較
的
短
期
間
に
成
長
す
る

た
め
、
樹
齢
三
〇
年
く
ら
い
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
、
樹
木
の

種
類
は
現
在
で
は
ク
ス
ノ
キ
な
ど
の
常
緑
広
葉
樹
が
多
く
な
っ
て
お
り
、
そ
の
昔
た
く
さ
ん
見

ら
れ
た
と
い
う
松
の
木
や
杉
の
木
は
少
数
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
っ
た
。
神
社
の
杜
は
永

遠
の
も
の
で
は
な
く
、
木
々
の
成
長
と
衰
退
が
繰
り
返
さ
れ
、
植
生
は
時
代
と
と
も
に
変
遷
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　平

成
一
四
年
（
二
〇
〇
二
）
四
月
、
八
坂
神
社
で
は
平
成
の
大
造
営
が
行
な
わ
れ
た
。
世
の

中
は
バ
ブ
ル
経
済
が
は
じ
け
て
不
景
気
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
時
代
の
大
造

営
の
ご
苦
労
は
大
変
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
し
、
当
時
の
真
弓
宮

司
と
現
在
の
森
宮
司
の
並
々
な
ら
ぬ
ご
尽
力
の
も
と
、
経
済
界
や
神
社
関
係
者
、
そ
れ
に
奉
賛

会
、
清
々
講
社
を
は
じ
め
氏
子
の
方
々
が
協
力
し
て
達
成
さ
れ
た
。
神
社
本
殿
と
い
う
巨
大
な

建
造
物
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
、
定
期
的
に
行
な
わ
れ
る
御
造
営
で
あ
る
。
前
回
は
昭
和

三
九
年
（
一
九
六
四
）
に
行
な
わ
れ
た
。
今
回
も
葺
き
か
え
ら
れ
た
檜
皮
葺
き
の
大
き
な
屋
根

は
堂
々
と
実
に
美
し
く
輝
い
て
い
た
。
京
都
の
町
の
氏
子
の
方
々
の
協
力
が
あ
っ
て
こ
そ
、
こ

の
建
造
物
を
維
持
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
知
っ
た
。
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
に
設
立
さ
れ
た
八

坂
神
社
氏
子
奉
賛
会
の
会
長
を
長
年
つ
と
め
て
い
る
中
川
文
一
郎
氏
は
「
神
社
の
こ
と
は
断
っ

た
ら
、
ば
ち
が
あ
た
る
」
と
思
っ
て
会
長
と
い
う
大
役
を
引
き
受
け
た
が
、
今
で
は
「
会
長
を

つ
と
め
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
の
も
神
様
の
お
か
げ
」
と
い
う
気
持
ち
だ
と
い
っ
て
お
ら
れ

　第
三
、
神
社
祭
祀
は
そ
れ
に
携
わ
る
人
び
と
個
々
人
の
「
奉
仕
の
心
」
に
支
え
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
奉
仕
の
心
の
獲
得
の
た
め
に
は
、
集
団
的
に
共
有
さ
れ
る
一
定
の

環
境
設
定
が
必
要
で
あ
る
と
同
時
に
、
個
々
人
の
初
発
の
意
思
と
そ
の
後
に
継
続
さ

れ
る
経
験
の
中
で
獲
得
さ
れ
る
技
術
と
信
念
と
に
よ
り
、
そ
れ
は
実
践
者
一
人
ひ
と

り
の
存
在
証
明
と
な
っ
て
い
く
。
神
社
祭
祀
の
伝
承
世
界
で
継
承
さ
れ
て
い
る
も
の

と
は
、
眼
に
見
え
る
技
術
や
技
能
で
あ
る
と
同
時
に
眼
に
見
え
な
い
意
識
や
心
意
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
現
場
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
奉
仕
の
経
験
の
蓄

積
の
中
で
創
り
出
さ
れ
る
参
加
者
個
々
人
と
、
そ
の
集
団
的
な
次
元
で
の
思
惟
と
行

動
の
「
独
自
性
と
共
有
性
」
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
再
生
産
さ
れ
て
い
る
創
造
性
に

満
ち
た
伝
承
力
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
現
在
だ
け
で
な
く
、
か
つ
て
社
人
組

織
の
解
体
と
い
う
明
治
初
年
の
神
事
祭
礼
の
存
続
の
危
機
に
あ
っ
て
そ
れ
を
救
っ
た

力
で
も
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
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た
。
こ
の
よ
う
に
神
社
の
杜
の
木
々
は
変
わ
り
ゆ
く
も
の
の
、
宮
司
様
を
は
じ
め
神
社
側
と
氏

子
の
方
々
と
の
、
ご
本
殿
の
維
持
へ
の
努
力
、
そ
し
て
何
よ
り
も
こ
れ
ま
で
幾
世
代
を
も
超
え

て
祭
ら
れ
て
き
た
神
社
の
神
様
へ
の
奉
仕
の
気
持
ち
は
、
時
代
を
こ
え
て
受
け
継
が
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
こ
と
が
実
感
さ
れ
た
。
本
基
幹
研
究
の
推
進
と
そ
れ
に
連
動
し
て
開
催
し
た
本

館
の
企
画
展
示
「
日
本
の
神
々
と
祭
り
―
神
社
と
は
何
か
？
―
」（
二
〇
〇
六
年
三
月
～
五
月
）

の
準
備
の
過
程
で
多
く
の
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
部
民
俗
研
究
系
）

（
二
〇
〇
八
年
六
月
一
七
日
受
理
、
二
〇
〇
八
年
七
月
二
九
日
審
査
終
了
）
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The Power of Tradition of Shrine Rituals：Rituals at Miho and Sada Shrines

SEKIZAWA Mayumi 

Folklore research to date on shrine rituals has combined studies on rituals at relatively well-known shrines, 

for example Taro Wakamori’s “Studies on Miho Shrine,” with studies on ujigami (guardian deity) rituals in small 

villages. This paper examines the power of traditions of rituals at shrines with relatively long histories whose 

traditions have been passed on through participation by the local community and which have priest associations 

that are affiliated with rather large shrines like the one mentioned above. The study focuses on the leaders of 

rituals held at Miho Shrine located in Mihonoseki, Mihonoseki-cho, Matsue, Shimane Prefecture, and Sada Shrine 

located in Sadamiyauchi, Kashima-cho, Matsue, Shimane Prefecture.

Three main issues arose in the course of this study. First, a general survey of the annual events at Miho and 

Sada shrines reveals the existence of an annual calendar unique to each shrine that is different from the normal 

yearly sequence that begins with the New Year. Miho Shrine’s yearly cycle begins with the Aofushigaki ritual in 

spring and ends with the Morotabune ritual in winter. At Sada shrine the Gozagae purification ritual is followed 

by the November Kamiarimatsuri ritual, which welcomes the ‘kami’ and then bids farewell to them, during which 

time the important New Year begins.

Second, a current problem facing both the Aofushigaki and Morotabune rituals at Miho Shrine and the 

Gozagae and Kamiarimatsuri rituals at Sada Shrine is the shortage of leaders for the Kodensai, a long-held 

tradition. Despite this critical situation, however, the holding of the Aofushigaki ritual in spring in particular 

affirms the identity of the inhabitants of Mihonoseki, just as the Gozagae and Shichiza rituals of Sada Shrine 

affirm the identity of its parishioners. It is for this reason that these rituals are continued by welcoming people 

who spontaneously wish to volunteer, despite the fact that the sentiments of traditional families－called Tohsuji in 

Mihonoseki and Shanin at Sada Shrine－continue to be passed down.

Third, the shrine rituals are sustained by the people involved in the rituals and the spirit of individual 

volunteers. The creation of a specific environment shared by the group is necessary in order to acquire the 

spirit to volunteer. At the same time, the individuals who take part also acquire this spirit from their own initial 

intentions and the techniques and beliefs acquired in the subsequent ongoing experience. In the traditional world 

of shrine rituals, traditions that are passed on consist of both tangible techniques and skills and intangible feelings 

and spirit. What we see at these shrines is the power of tradition brimming with reproduced creativity within a 

framework of “distinctiveness and solidarity.”


