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題一、問

一
、

問

題

　
本
稿
は
一
九
八
〇
年
以
来
三
回
の
調
査
を
試
み
た
滋
賀
県
愛
知
郡
愛
東
町
青

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

山
の
宮
座
組
織
と
儀
礼
に
関
す
る
調
査
報
告
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
近
江
の
村
落
社
会
の
氏
神
祭
祀
の
中
心
的
組
織
は
当
屋
制
を
原
理
と
す
る

宮
座
で

あ
る
。
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
青
山
に
お
い
て
も
宮
衆
と
よ
ば
れ
る
秩
序

化

さ
れ
た
宮
座
組
織
が
存
在
す
る
か
ら
、
こ
の
宮
衆
の
組
織
と
儀
礼
を
分
析

し
、
そ
れ
が
村
落
社
会
構
造
と
ど
う
か
か
わ
っ
て
い
る
か
を
考
察
す
る
の
が
本

稿
の
目
的
で
あ
る
。

　
宮
座
の
研
究
は
日
本
の
村
落
社
会
構
造
を
類
型
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す

る
研
究
に
お
い
て
、
と
く
に
近
畿
地
方
の
村
落
社
会
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て

極
め
て
重
要
な
意
義
を
も
つ
社
会
組
織
で
あ
る
。
宮
座
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
さ

ま
ざ
ま
な
見
解
が
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
一
般
的
に
い
え
ば
株
座
の
形
態
を
と

る
に
せ
よ
、
ま
た
村
座
の
形
態
を
と
る
に
せ
よ
宮
座
は
構
成
単
位
と
し
て
の
強

固
な
家
の
独
自
性
を
基
礎
と
し
な
が
ら
、
対
内
的
な
家
相
互
の
平
等
性
対
等
性

と
対
外
的
な
封
鎖
性
排
他
性
（
と
き
に
は
秘
儀
性
）
を
特
徴
と
す
る
祭
祀
組
織
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で
あ
る
。
輪
番
で
務
め
る
当
屋
を
設
定
し
、
一
定
期
間
当
屋
に
さ
ま
ざ
ま
な
祭
祀

的
役
割
を
集
中
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
宮
座
は
短
期
的
に
見
れ
ば
役
割
集
中
の
シ

ス
テ

ム

で
あ
る
が
、
当
屋
を
構
成
メ
ン
バ
ー
間
に
巡
回
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て

長
期
的

に
は

役
割
を

特
定
の
家
や
人
物
に
固
定
し
な
い
役
割
拡
散
の
シ
ス
テ
ム

で
あ
る
と
い
う
性
格
も
あ
わ
せ
て
も
っ
て
い
る
。
こ
と
ば
を
か
え
て
い
う
な
ら

ば
、
宮
座
は
短
期
的
に
は
上
下
関
係
設
定
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
長
期
的
に
は
対

等
関
係
設
定
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
当
屋
制
を
基
本
原
理
と
し
な
が
ら
、
こ
れ
に

年
齢
階
梯
制
そ
の
他
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
た
宮
座
の
組
織
は
先
に
の
べ
た

対
内
的
対
等
性
と
対
外
的
封
鎖
性
を
維
持
す
る
た
め
の
機
構
に
他
な
ら
な
い
。

　
宮
座
に

つ
い
て

の

こ
の
よ
う
な
基
本
的
理
解
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
本
稿
で

は
青
山
の
宮
座
の
組
織
と
儀
礼
を
手
が
か
り
と
し
て
、
次
の
三
点
を
中
心
に
考

察
を
試
み
た
い
と
思
う
。
第
一
は
宮
座
の
基
本
原
理
の
解
明
で
あ
る
。
青
山
の

宮

座
組
織
の
中
心
を
な
す
宮
衆
（
ミ
ヤ
シ
と
一
般
的
に
よ
ば
れ
る
。
宮
司
．
宮
仕

と
表
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
）
は
ほ
ぼ
五
〇
歳
か
ら
六
〇
歳
の
男
子
に
ょ
っ
て

構
成
さ
れ
る
年
齢
集
団
で
あ
り
、
年
齢
の
上
昇
に
と
も
な
っ
て
地
位
と
役
割
が

変
化
す
る
年
齢
階
梯
制
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
祭
祀
組
織
で
あ
る
。
こ
の

宮
衆
に
お
い
て
年
齢
階
梯
制
は
基
本
原
理
と
み
な
し
う
る
か
ど
う
か
、
ま
た
当

屋
制
と
は
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
る
か
が
こ
こ
で
明
ら
か
に
す
べ
き
問
題

で

あ
る
。
こ
の
問
題
に
関
連
し
て
重
要
な
意
義
を
も
つ
の
は
家
族
の
構
造
で
あ

る
。
一
般
に
安
定
的
で
凝
集
性
の
高
い
祭
祀
組
織
で
あ
る
宮
座
の
基
礎
を
な
す

家
族

と
し
て
は
、
日
本
の
さ
ま
ざ
ま
な
家
族
類
型
の
中
で
直
系
型
家
族
が
最
も

適
合
的

で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
青
山
の
家
族
が
ど
の
よ

う
な
構
造
を
も
ち
、
宮
座
と
ど
う
か
か
わ
っ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が

宮
座
の
基
本
原
理
の
解
明
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
。
第
二
は
氏
神
祭
祀
の
諸

儀
礼
の
分
析
で
あ
る
。
青
山
の
氏
神
日
吉
神
社
の
祭
祀
に
は
今
日
に
お
い
て
も

神
仏
習
合
の
色
彩
が
極
め
て
濃
厚
に
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
青
山
の
宮
座
の
組
織

は

当
番
神
主
を
毎
年
交
代
で
選
出
す
る
が
、
職
業
的
な
神
官
や
市
女
が
い
な
い

た
め

に

こ
れ
ら
を
祭
の
た
び
に
外
部
に
依
頼
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ

と
に
関
連
し
て
青
山
の
氏
神
祭
祀
の
儀
礼
の
中
に
は
青
山
独
自
の
儀
礼
と
一
般

的
な
神
社
の
儀
礼
と
が
あ
り
、
こ
の
二
つ
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
複
合
さ
れ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
行
事
の
特
徴
に
注
意
し
な
が
ら
、
青
山
の
神
社

年
中
行
事
の
考
察
を
試
み
る
の
が
第
二
の
課
題
で
あ
る
。
こ
う
し
た
行
事
の
具

体
的
過
程
の

分
析
を

通

じ
て
、
宮
衆
の
機
能
や
宮
衆
の
個
々
の
メ
ン
バ
ー
の
役

割
構
造
も
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
第
三
は
宮
座
と
村
落
社
会
構
造
の
相
互

関
係
の
解
明
で
あ
る
。
と
く
に
青
山
の
宮
座
に
認
め
ら
れ
る
当
屋
制
と
年
齢
階

梯
制
の
原
理
が
、
村
落
社
会
の
全
体
的
構
造
と
ど
う
か
か
わ
っ
て
い
る
か
を
こ

こ
で
は
明
ら
か
に
し
た
い
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
講
・
年
齢
集
団
・
区
組
織
な

ど
に
こ
の
年
齢
階
梯
制
原
理
や
当
屋
制
原
理
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
ま
た

家
族
・
親
族
組
織
が
宮
座
と
ど
う
か
か
わ
っ
て
い
る
か
が
明
ら
か
に
す
べ
き
課

題

と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
青
山
と
い
う
村
落
社
会
を
日
本
の
村
落
社
会
全
体
の

302



題一、問

な
か
で
ど
う
位
置
づ
け
る
か
の
問
題
で
あ
り
、
ま
た
日
本
の
ひ
と
つ
の
村
落
類

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

型

と
し
て
「
当
屋
制
村
落
」
を
設
定
し
う
る
か
ど
う
か
の
極
め
て
重
要
な
問
題

で
あ
る
。

　
本
稿
に
お
い
て
近
江
湖
東
の
村
落
の
宮
座
を
事
例
と
し
て
と
り
あ
げ
る
の

は
、
こ
れ
ま
で
こ
の
地
域
の
宮
座
の
研
究
が
比
較
的
少
な
い
と
い
う
事
実
に
加

え
て
、
こ
の
地
域
の
宮
座
に
は
年
齢
階
梯
制
的
要
素
が
極
め
て
強
く
、
近
江
の

宮
座
の

ひ

と
つ
の
典
型
を
な
す
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

肥
後
和
男
（
一
九
三
八
）
の
研
究
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
近
江
の
宮
座
は

当
屋
制
原
理
に
も
と
つ
く
神
社
祭
祀
組
織
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
な
が

ら
、
そ
の
形
態
は
地
域
に
よ
っ
て
極
め
て
多
様
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
そ

れ
ぞ

れ
の

村
落
の
社
会
構
造
と
の
連
関
性
が
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
近
江

の

宮
座
を

ひ

と
つ
の
演
繹
的
モ
デ
ル
や
理
念
型
で
は
な
く
て
、
こ
う
し
た
多
様

性
を
前
提
と
し
て
研
究
を
す
す
め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る

地
域
の
宮
座
の

研
究
は
大
き
な
意
義
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
り

わ
け
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
青
山
の
宮
座
は
、
以
前
に
調
査
を
試
み
た
野
洲
町
三

上
の

御
上
神
社
の
宮
座
（
上
野
和
男
一
九
八
〇
、
一
九
八
一
）
と
異
っ
て
年
齢

階
梯
的
要
素
が
濃
厚
で
あ
り
、
宮
座
に
お
け
る
当
屋
制
と
年
齢
階
梯
制
の
関
連

を

考
察
す

る
上
で
極
め
て
有
効
な
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
と
考
え
ら
れ
る

の

で
あ
る
。

　
本
稿
に
お
い
て
は
ま
ず
青
山
の
宮
座
組
織
の
構
造
を
分
析
し
、
次
に
春
の
例

大
祭
を
中

心

と
し
て
日
吉
神
社
の
祭
祀
儀
礼
に
つ
い
て
記
述
し
、
そ
の
の
ち
に

宮
座

と
村
落
社
会
構
造
と
の
関
連
に
つ
い
て
考
察
を
す
す
め
て
み
た
い
と
思

（
3
）

う
。　

青

山
は
近
江
湖
東
の
愛
知
川
沿
岸
に
位
置
す
る
戸
数
四
六
戸
、
人
口
二
一
九

人

（
一
九
八
〇
年
現
在
）
の
小
村
落
で
あ
り
、
伝
統
的
に
水
田
に
お
け
る
稲
作

と
茶
栽
培
を
中
心
に
生
計
を
立
て
て
き
た
純
農
村
で
あ
る
。
家
々
は
村
を
東
西

に

走

る
広
い
町
道
の
北
側
に
軒
を
連
ね
る
よ
う
に
集
中
し
、
南
側
に
は
広
々
と

し
た
水
田
が
広
が
っ
て
お
り
、
景
観
的
に
も
湖
東
の
典
型
的
な
農
村
の
様
相
を

呈

し
て
い
る
。
村
の

東
と
南
に
は
地
蔵
が

祀
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
の
う
ち
と
く
に
東

に
隣
接
す

る
小
倉
と

の

境
の
地
蔵
は
重
要

で
あ
っ
て
、
こ
こ
が

村
の
入
口
に
な
っ
て

い

る
。
集
落
の
ほ
ぼ

中
央
に
は
氏
神
で
あ

る
日
吉
神
社
が
あ

り
、
そ
の
東
に
は
善

写真1　サンマイ（埋め墓）から見た青山

　　　広々とした水田の向こうに家々が密集した村が見

　　　える
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勝
寺
（
浄
土
宗
鎮
西
派
）
が
隣
接
し
、
さ
ら
に
こ
の
寺
の
南
に
は
バ
カ
バ
と
人

々

が
呼
ん

で
い

る
詣
り
墓
（
青
山
は
両
墓
制
）
や
農
業
協
同
組
合
の
倉
庫
・
作

業
場
、
最
近
完
成
を
み
た
サ
ブ
セ
ン
タ
ー
（
公
民
館
）
が
位
置
し
て
、
こ
こ
が

村
の
中
心
を
形
成
し
て
い
る
。
青
山
の
年
中
行
事
の
核
を
な
す
神
社
の
大
祭
を

始
め
と
し
て
、
盆
の
一
四
日
に
に
ぎ
や
か
に
行
な
わ
れ
る
盆
踊
り
な
ど
も
こ
の

村
の
中
心
を
舞
台
と
し
て
行
な
わ
れ
る
。
一
方
集
落
の
南
部
の
愛
知
川
に
近
い

と
こ
ろ
に
は
サ
ン
マ
イ
と
よ
ば
れ
る
埋
め
墓
が
あ
り
、
盆
に
お
い
て
先
祖
の
送

り
迎
え
を
す
る
愛
知
川
河
原
と
合
わ
せ
て
、
こ
の
一
帯
が
祖
先
祭
祀
に
か
か
わ

る
空
間
を
構
成
し
て
い
る
。

　
青
山
の
村
の
変
遷
を
た
ど
る
な
ら
、
伝
統
的
に
戸
数
に
し
て
五
〇
戸
前
後
の

安
定
的
な
小
集
落
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
現
存
の
最
も
古
い
記
録

で
あ
る
天
保
一
三
年
（
一
八
四
二
）
の
「
覚
」
に
よ
れ
ば
「
村
高
四
五
九
石
一

斗
、
家
数
四
四
軒
、
人
別
二
二
〇
人
（
男
二
四
人
、
女
一
〇
六
人
）
、
馬
一

三
疋
、
牛
一
二
疋
」
と
あ
り
、
ま
た
明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
）
の
『
近
江
国

愛
知
郡
青
山

村
地
誌
』
に
よ
れ
ぽ
、
「
戸
数
本
籍
五
拾
壱
戸
、
社
壱
座
村
社
寺

武
宇
浄
土
宗
禅
宗

　
総
計
五
拾
四
戸
、
人
員
男
壱
百
九
口
、
僧
式
口
平
民
百
七

口
、
女
壱
百
拾
六
口
平
民
　
総
計
戴
百
式
拾
五
口
、
出
寄
留
戴
口
平
民
男
」
と

あ
り
、
家
数
五
〇
戸
前
後
、
人
口
一
二
〇
前
後
の
規
模
が
少
な
く
と
も
近
世
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

期
以
降
今
日
ま
で
安
定
的
に
推
移
し
て
い
る
と
い
え
る
。
と
り
わ
け
戸
数
の
安

定
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
人
口
規
模
も
安
定
し
て
い
る
こ
と
は
、
の
ち
に
も
分
析

を

試
み

る
よ
う
に
青
山
の
家
族
の
構
造
が
極
め
て
強
固
で
安
定
的
で
あ
る
こ
と

を

示
唆

し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
四
六
戸
の
家
の
構
成
を
み
る
と
、
最
近
六
〇

年
間
の
分
家
は
わ
ず
か
二
戸
で
あ
っ
て
、
し
か
も
こ
の
間
全
く
転
入
戸
が
な

い
。
つ
ま
り
戸
数
と
し
て
青
山
は
安
定
的
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
青
山
を
構

成
す

る
家
々
に
も
ほ
と
ん
ど
変
動
が
な
い
の
で
あ
る
。

　
青

山
の
現
在
の
農
業
は
水
田
に
お
け
る
稲
作
、
畑
に
お
け
る
茶
栽
培
が
中
心

で

あ
る
が
、
こ
う
し
た
生
業
の
内
容
も
近
世
以
降
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
い
も

の

と
み
ら
れ
る
。
明
治
二
二
年
（
一
九
八
〇
）
の
『
滋
賀
県
物
産
誌
』
に
よ
れ

ば
、
戸
数
五
〇
軒
の
う
ち
農
業
が
四
六
軒
、
商
業
が
四
軒
と
記
さ
れ
て
い
る
。

田
は
三
二
町
六
反
二
畝
二
六
歩
、
畑
は
七
町
二
五
歩
で
現
在
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ

る
。
米
の
産
高
は
約
四
三
〇
石
で
、
こ
の
う
ち
約
一
三
五
石
を
八
日
市
方
面
に

販
売

し
て
い
た
。
一
方
畑
で
は
大
麦
・
小
麦
・
大
豆
の
ほ
か
菜
種
や
綿
、
葉
煙

草
、
茶
な
ど
が
栽
培
さ
れ
、
茶
は
神
戸
方
面
に
販
売
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た

記
述
か
ら
、
少
な
く
と
も
近
世
来
か
ら
の
青
山
は
経
済
的
に
み
て
極
め
て
豊
か

な
農
村
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
経
済
的
に
極
め
て
豊
か
で
、
近
世
末
以
来
安
定
的
な
社
会
構
造

を
背
景

と
し
て
、
青
山
の
宮
座
組
織
と
儀
礼
が
展
開
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
歴

史
的
社
会
的
条
件
は
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
青
山
の
宮
座
を
規
定
し
て
き
た
と
考
え

ら
れ
る
。
と
り
わ
け
戸
数
・
人
口
規
模
は
青
山
の
宮
座
組
織
の
構
造
を
直
接
規

定
す
る
と
予
測
さ
れ
る
。
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二、宮座組織の構造

二
、
宮
座
組
織
の
構
造

ω
　
氏
神
日
吉
神
社

　

青
山
の
氏
神
で
あ
る
日
吉
神
社
の
祭
神
は
大
山
咋
命
と
八
王
子
大
権
現
で
あ

る
。
こ
れ
は
一
般
に
本
社
と
よ
ば
れ
、
こ
の
他
に
境
内
に
は
春
日
社
、
天
神

社
、
八
坂
神
社
、
山
王
神
社
、
岩
滝
神
社
、
弁
財
天
、
天
照
皇
大
神
宮
、
多
賀

大
社
、
三
蔵
法
師
、
井
神
、
愛
宕
大
明
神
、
山
ノ
神
、
熊
野
大
権
現
、
水
天

宮
、
津
島
神
社
、
八
幡
宮
の
一
六
に
も
の
ぼ
る
境
内
末
社
が
祀
ら
れ
て
い
る

（
図
1
日
吉
神
社
境
内
図
参
照
）
。
こ
の
よ
う
に
お
び
た
だ
し
い
数
の
境
内
末
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

が

祀
ら
れ
て
き
た
歴
史
的
経
過
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
こ
の
う
ち
宮
座
祭
祀
に

関
連
す
る
の
は
主
と
し
て
本
社
と
春
日
社
の
二
つ
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
祭
神
の
多
さ
に
関
連
し
て
、
青
山
の
氏
神
は
近
世
以
来
何
度
か
そ

の

名
称
を
変
え
て
き
た
。
近
世
の
名
称
は
八
王
子
大
権
現
で
あ
り
、
東
側
に
隣

接
す

る
善
勝
寺
の
住
職
が
氏
神
の
管
理
に
あ
た
っ
て
い
た
。
し
か
し
明
治
政
府

の

神
仏
分
離
政
策
に
従
っ
て
明
治
初
年
に
菅
原
神
社
と
改
称
し
た
。
こ
の
間
の

事
情
に
つ
い
て
、
大
正
一
五
年
（
一
九
二
六
）
の
「
大
字
青
山
二
関
ス
ル
郡
史

編
纂
材
料
編
纂
」
な
る
資
料
に
は
、
「
明
治
以
前
ハ
八
王
子
大
権
現
と
称
し
来
り

し
が
神
仏
分
離
の
際
仏
体
及
び
仏
名
に
て
ハ
社
格
剥
口
を
お
そ
れ
、
脇
座
に
鎮

座

ま
し
ま
す
菅
原
神
社
を
以
て
本
社
名
に
借
受
け
、
明
治
以
后
即
ち
現
在
の
村

社
菅
原
神
社
と
改
称
せ
し
も
乃
で
あ
り
ま
す
L
と
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

名
称
上
神
仏
習
合
を
歴
然
と
示
す
八
王
子
大
権
現
を
避
け
て
、
境
内
末
社
の
名

称
を
本
社
の
名
称
と
し
た
の
で
あ
る
。
明
治
一
二
年
の
「
近
江
国
愛
知
郡
青
山

村
地
誌
」
に
村
社
菅
原
神
社
と
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
そ

の

後
昭
和
に
入
っ
て
ふ
た
た
び
氏
神
の
名
称
が
問
題
と
な
り
、
菅
原
神
社
と
い

う
名
称
を
改
め
て
、
日
吉
神
社
と
称
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
時
点
に
お
い

て

問
題

と
な
っ
た
の
は
、
明
治
初
年
に
境
内
末
社
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
な
い
菅
原

神
社
を
氏
神
の
名
称
と
し
た
こ
と
に
あ
る
と
と
も
に
、
八
王
子
大
権
現
へ
の
青

山
の
人
々
の
執
着
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

『
愛
知
郡
史
』
（
大
正
一
〇
年
）
に
は
、
「
こ
の
地
は
延
暦
寺
領
な
り
、
よ
っ
て

山
王
七
社
中
の
八
王
子
の
神
を
分
祀
し
た
る
は
現
在
種
子
の
神
賓
に
証
明
せ
ら

る
社
名
改
称
時
の
日
吉
神
社
と
す
べ
き
を
正
鵠
と
す
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
名
称
上
は
神
仏
分
離
政
策
に
沿
い
な
が
ら
も
、
青
山
の
氏
神

祭

祀
の
内
容
に
は
現
在
に
至
る
ま
で
仏
教
的
要
素
が
濃
厚
で
あ
る
。
た
と
え
ば

氏
神
の
大
祭
で
あ
る
春
祭
は
八
王
子
の
命
日
と
さ
れ
る
四
月
一
七
日
に
行
な
わ

れ
て

お

り
、
ま
た
一
月
一
一
日
の
初
祈
祷
や
一
七
日
の
一
七
講
（
念
仏
初
）
の

行
事
に

は
、
本
社
に
掛
軸
を
か
け
、
善
勝
寺
の
法
印
が
祈
祷
を
行
な
っ
て
い

る
。
な
お
こ
の
点
に
つ
い
て
は
の
ち
に
詳
し
く
分
析
す
る
。

　
日
吉
神
社
の
財
産
は
、
現
在
で
は
約
四
町
歩
の
ミ
ヤ
ヤ
マ
（
宮
山
）
の
み
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鰯

な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
か
つ
て
は
約
一
町
五
反
の
畑
が
あ
っ
た
。
宮
山
は
宮
座
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二、宮座組織の構造

で

あ
る
一
〇
人
の
ミ
ヤ
シ
（
宮
衆
）
が
管
理
し
、
人
々
が
山
の
口
明
け
に
薪
木

や
雑
草
を
と
る
た
め
に
利
用
し
た
。
現
在
で
も
時
々
木
を
売
却
す
る
こ
と
が
あ

り
、
神
社
の
運
営
の
費
用
に
あ
て
て
い
る
。
一
九
八
四
年
に
は
日
吉
神
社
社
務

所
の
改
築
が
行
な
わ
れ
た
が
、
こ
の
時
の
木
材
は
す
べ
て
宮
山
か
ら
調
達
さ
れ

た

と
い
う
。
畑
は
か
つ
て
宮
山
だ
っ
た
と
こ
ろ
を
開
墾
し
て
七
〇
年
程
前
に
各

家
四
畝
ず
つ
四
七
割
に
分
割
さ
れ
、
当
時
の
全
戸
数
と
思
わ
れ
る
四
七
軒
に
小

作
に

出
さ
れ
、
各
家
は
神
社
に
「
畑
年
貢
」
と
よ
ば
れ
る
小
作
料
を
納
め
る
こ

と
に
な
っ
た
。
こ
の
畑
地
は
戦
後
の
農
地
改
革
に
よ
っ
て
小
作
人
の
所
有
と
な

っ

た
が
現
在
で

も
畑
年
貢
が
神
社
に
納
め
ら
れ
、
神
社
運
営
の
費
用
に
あ
て
ら

れ
て

い

る
。
ま
た
祭
祀
の
た
め
の
シ
ン
デ
ン
（
神
田
）
は
青
山
で
は
恒
常
的
な

神
社
所
有
の
田
は
か
つ
て
よ
り
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
個
人
の
水
田
の
う
ち

日
当
り
の
よ
い
南
側
の
部
分
に
神
田
を
つ
く
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
神
田

を

つ
く
る
の
は
、
毎
年
宮
衆
の
う
ち
の
二
人
（
神
主
と
禰
宜
）
で
あ
り
、
前
者

は
本
社
用
、
後
者
は
春
日
社
用
と
し
て
つ
く
ら
れ
る
。
神
田
で
と
れ
た
初
穂
は

神
主
や
禰
宜
の

家
か
社
務
所
に
保
管
さ
れ
て
、
の
ち
に
分
析
す
る
年
五
回
の
日

吉
神
社
の
大
祭
に
使
わ
れ
る
。

②

宮
　
　
衆

　
青
山
の
宮
座
組
織
は
一
〇
人
で
構
成
さ
れ
る
宮
衆
（
ふ
つ
う
ミ
ヤ
シ
と
よ
ぼ

れ
、
宮
仕
・
官
司
と
書
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
）
で
あ
る
。
宮
衆
は
年
齢
原
理
に

も
と
つ
く
宮
座
組
織
で
あ
っ
て
、
毎
年
最
年
長
者
が
宮
衆
を
脱
退
し
、
そ
の
か

わ

り
に
年
齢
順
に
次
の
年
齢
の
者
が
宮
衆
に
加
入
す
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
と

っ

て

い

る
。
青
山
の
宮
衆
は
、
分
家
も
含
め
て
す
べ
て
の
家
の
も
の
が
年
齢
順

に

加
入
す
る
い
わ
ゆ
る
村
座
形
態
を
と
っ
て
お
り
、
ま
た
宮
座
は
い
わ
ば
一
座

で

あ
り
双
分
的
構
成
を
と
っ
て
い
な
い
。
青
山
の
宮
座
は
確
認
し
う
る
限
り
伝

統
的
に

一
座
で
構
成

さ
れ
る
村
座
で
あ
っ
た
。
青
山
に
隣
接
す
る
小
倉
（
戸
数

九
一
戸
、
人
口
四
一
七
人
）
は
同
じ
ょ
う
に
村
座
形
態
を
と
り
な
が
ら
、
東
西

二
座
の

双
分
的
構
成
を
と
っ
て
い
る
。
青
山
と
小
倉
の
宮
座
を
比
較
す
る
と
、

宮
座
が
双
分
的
構
成
を
と
る
か
否
か
は
主
と
し
て
、
村
落
の
規
模
が
規
定
因
に

な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
根
底
を
な
す
原
理
は
各
家
が
一
代
に
一

度
当
屋
を
務
め
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
座
の
構
成
戸
数
は
、
死

亡
そ
の
他
の

理
由
で
当
屋
を
務
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
を
考
慮
し
て
も
、

約
四
〇
戸
か
ら
五
〇
戸
が
適
当
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
宮
衆
は
現
象
的
に
み
れ
ば
一
定
の
年
齢
の
男
一
〇
人
で
構
成
さ
れ
て
い
る

が
、
基
本
的
に
は
青
山
の
全
家
族
を
構
成
単
位
と
す
る
家
単
位
の
集
団
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
家
を
単
位
と
し
て
祭
礼
の
費
用
を
負
担
す
る
財
政
シ
ス
テ
ム

に

よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
宮
衆
へ
の
加
入
に
あ
た
っ
て
は
特
別

の
儀
礼
は
な
く
、
ま
た
宮
衆
加
入
の
前
段
（
た
と
え
ば
子
供
時
）
な
ど
に
お
い
て

も
加
入
の
特
別
な
儀
礼
は
な
い
。
ま
た
宮
衆
が
宮
山
を
所
有
す
る
と
い
っ
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

07

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3

そ
の
利
用
は
青
山
の
全
戸
に
解
放
的
で
あ
っ
て
宮
衆
の
メ
ン
バ
ー
に
の
み
与
え
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図2　青山の年齢集団

ら
れ
る
特
権
は
見
ら
れ
な
い
か
ら
、
宮
衆
は
特
権
的
な
集
団
を
構
成
す
る
も
の

で
は
な

い

し
、
ま
た
積
極
的
に
個
人
を
単
位
と
し
て
い
る
と
も
い
え
な
い
。

　
青
山
の
宮
衆
と
こ
れ
に
関
連
す
る
諸
組
織
を
図
示
す
れ
ば
、
図
2
の
通
り
で

あ
る
。
青
山
で
は
子
供
組
・
若
連
中
・
宮
衆
・
寺
世
話
の
四
つ
が
年
齢
階
梯
的

原
理
に
ょ
っ
て
組
織
さ
れ
て
お
り
、
一
般
的
に
は
子
供
組
・
若
連
中
を
終
了
し

た
各
家
の
相
続
人
が
し
ば
ら
く
の
年
数
を
お
い
て
、
家
を
代
表
し
て
宮
衆
に
加

入
す

る
。
宮
衆
に
加
入
す
る
年
齢
は
そ
の
時
々
の
状
況
に
よ
っ
て
一
定
で
は
な

い

が
、
お
よ
そ
五
〇
歳
前
後
で
あ
り
、
同
年
齢
の
人
が
複
数
い
た
場
合
に
は
早

く
結
婚
し
た
者
が
先
に
宮
衆
に
入
る
（
図
2
は
五
〇
歳
で
宮
衆
に
加
入
し
た
場

合
を
例
示
し
て
あ
る
）
。
宮
衆
に
加
入
す
る
た
め
に
は
年
齢
の
他
に
夫
婦
健
在

と
い
う
条
件
が
必
要
で
あ
る
（
再
婚
で
も
よ
い
）
。
こ
れ
は
神
主
役
を
務
め
る
と

き
に
妻
が
御
供
づ
く
り
（
ゴ
ク
モ
リ
）
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
関
連

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
神
主
役
終
了
後
は
必
ず
し
も
夫
婦
健
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
8

で

な
く
て
も
よ
い
。
神
主
役
を
務
め
る
前
に
妻
が
死
亡
し
た
場
合
は
宮
衆
か
ら
　
3

脱
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
条
件
を
満
た
し
な
が
ら
も
「
家

が

せ
ま
い
」
と
か
「
財
産
が
少
な
い
」
「
役
場
に
つ
と
め
て
い
る
」
な
ど
の
理
由

で
宮
衆
へ
の
加
入
を
辞
退
し
た
場
合
も
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
、
辞
退
者
は
金
を

納
め
た

り
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
宮
衆
に
入
っ
て
一
年
目
は
新
座
（
シ
ン
ザ
も
し
く
は
シ
ン
ザ
ン
）
と
よ
ば
れ

る
。
新
座
の
役
割
は
い
わ
ゆ
る
下
働
き
で
あ
っ
て
、
使
い
走
り
や
祭
礼
の
細
か

な
準
備
や
跡
か
た
づ
け
に
あ
た
る
。
二
年
目
に
は
禰
宜
と
な
り
、
三
年
目
に
神

主

（社
守
）
を
つ
と
め
る
。
禰
宜
は
別
に
コ
ガ
ン
ヌ
シ
、
神
主
は
オ
オ
ガ
ン
ヌ

シ

と
よ
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
禰
宜
は
主
に
春
日
社
の
祭
祀
に
あ
た
り
、
神
主

は
本
社
の
祭
祀
に
あ
た
る
と
い
う
分
業
が
成
立
し
て
い
る
。
神
主
を
務
め
た
あ

と
四
年
目
に
氏
子
総
代
と
な
り
、
そ
の
後
し
ば
ら
く
は
役
が
な
い
が
宮
衆
の
一

員
と
し
て
氏
神
の
祭
祀
に
あ
た
り
、
一
〇
年
目
に
年
長
と
な
る
。
年
長
は
宮
衆

全
体
の
監
督
者
で
あ
っ
て
最
も
強
い
権
力
を
も
っ
て
い
る
。
年
長
は
各
種
の
儀

礼
に
お

い
て

常
に
上
座
に
位
置

し
、
年
五
回
の
御
供
づ
く
り
に
お
い
て
も
最
も

重
要

な
役
割
を
果
た
す
。
年
長
を
最
後
に
宮
衆
を
脱
退
し
た
の
ち
は
寺
世
話
と

な
り
、
三
年
間
寺
関
係
の
世
話
に
あ
た
る
。
こ
う
し
て
宮
衆
に
加
入
し
て
一
〇

年
間
、
日
吉
神
社
の
祭
祀
を
担
当
す
る
の
で
あ
る
。

　
宮
衆
へ
の
加
入
は
五
月
一
一
日
の
青
芽
祭
に
行
な
わ
れ
る
。
か
つ
て
は
こ
れ
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か

ら
一
年
間
が
新
座
、
二
年
目
が
禰
宜
、
三
年
目
が
神
主
で
あ
っ
た
が
、
昭
和

三
〇
年
の
神
主
が
＝
月
に
死
亡
す
る
と
い
う
事
件
が
あ
り
、
以
後
禰
宜
・
神

主

が
一
〇
月
か
ら
の
一
年
間
と
な
っ
た
た
め
に
、
現
在
や
や
変
則
的
な
任
期
と

な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
五
月
一
一
日
に
新
座
と
な
っ
た
宮
衆
は
、
翌
年
の
一
〇

月
一
日
か
ら
一
年
間
禰
宜
、
翌
々
年
の
一
一
月
一
日
か
ら
一
年
間
神
主
を
務
め

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
新
座
と
な
っ
た
翌
年
の
五
月
二

日
か
ら
一
〇
月
一
日
ま
で
は
、
全
く
役
が
な
い
。
ま
た
神
田
は
実
質
的
に
は
二

年
目
の
新
座
と
禰
宜
が
っ
く
る
。
ま
た
宮
衆
を
一
〇
年
間
務
め
た
あ
と
、
宮
衆

を

脱
退
す

る
の
は
春
の
大
祭
が
終
了
す
る
四
月
一
七
日
で
あ
る
。
こ
の
時
に
は

日
吉
神
社
社
務
所
で
簡
単
な
儀
礼
が
あ
る
。

③
　
新
座
・
禰
宜
・
神
主

　
青
山

の
宮
衆
の
全
体
的
組
織
は
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
が
、
次

に

こ
の
宮
衆
の
中
で
主
要
な
役
割
を
果
た
す
新
座
・
禰
宜
．
神
主
の
地
位
と
役

割
に

つ
い
て

や
や
詳

し
く
分
析
し
て
み
よ
う
。

　
す
で
に
み
た

よ
う
に
宮
衆
に
加
入
す
る
の
は
五
月
一
一
日
の
青
芽
祭
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
祭
か
ら
宮
衆
に
加
入
し
た
者
は
新
座
と
し
て
の
役
割
を
果
た
さ
な

け
れ
ば

な
ら
な
い
。
宮
衆
に
加
入
す
る
前
年
に
は
宮
衆
に
加
入
す
る
か
ど
う
か

の

打
診
が
あ
る
。
こ
の
時
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で
加
入
を
断
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
が
、
こ
う
し
た
例
は
き
わ
め
て
わ
ず
か
で
あ
る
。
宮
衆
へ
の
加
入
を
了
承
す

る
と
そ
の
年
の
一
二
月
一
九
日
の
帳
〆
（
宮
衆
の
一
年
間
の
決
算
を
行
な
う
行

事
）
に
あ
た
っ
て
米
五
升
分
の
お
金
を
宮
衆
に
納
め
る
。
毎
年
記
録
と
し
て
残

さ
れ
る
『
帳
〆
精
算
帳
』
に
は
予
約
米
五
升
と
し
て
計
上
さ
れ
る
。
こ
れ
は
一

種
の
加
入
金
の
性
格
を
も
っ
。
新
座
と
な
っ
て
か
ら
も
五
升
分
の
金
を
納
め
る

か

ら
、
二
年
間
に
一
斗
分
の
金
を
宮
衆
に
納
め
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
宮
衆
に

加
入
す

る
者
は
、
か
つ
て
は
そ
の
前
の
一
年
前
か
ら
宮
衆
を
脱
退
す
る
ま
で
、

あ
ら
ゆ
る
葬
式
に
参
列
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
現
在
は
忌
の
観
念
が

う
す
れ
て
神
主
以
外
は
葬
式
に
出
て
も
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
五
月
の
宮

衆
へ
の
加
入
に
あ
た
っ
て
の
特
別
の
儀
礼
は
青
山
に
は
な
い
が
、
加
入
す
る
者

は

紅
白
の
饅
頭
を
五
個
ず
っ
九
人
の
宮
衆
と
親
類
、
隣
組
に
配
る
の
が
ふ
つ
う

で
あ
る
。
新
座
と
し
て
の
一
年
間
は
い
わ
ば
宮
衆
の
見
習
い
期
間
で
あ
っ
て
、

下
働
き
に
あ
た
り
な
が
ら
、
将
来
務
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
禰
宜
や
神
主
の
役

割
を

習
得
す

る
。
新
座
は
数
々
の
下
働
き
に
従
事
す
る
こ
と
か
ら
カ
マ
ミ
ガ
キ

と
も
よ
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

　
宮
衆
に
加
入
し
て
二
年
目
の
一
〇
月
一
日
か
ら
一
年
間
は
禰
宜
と
な
る
。
禰

宜
は
お

も
に
境
内
社
の
春
日
社
の
祭
祀
に
あ
た
っ
た
が
、
こ
の
他
に
も
独
自
の

役
割
が

あ
る
。
そ
の
ひ
と
っ
は
一
二
月
一
日
か
ら
一
月
五
日
ま
で
の
ミ
ズ
ギ
ョ

ウ
（
水
行
）
で
あ
る
。
二
一
月
一
日
は
薪
任
と
よ
ば
れ
る
行
事
の
日
で
あ
る
。

薪
仕

と
い
う
の
は
宮
衆
が
宮
山
に
入
っ
て
桧
の
木
を
と
っ
て
き
て
、
こ
れ
を
割
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っ

て

各
家

に
配
る
行
事
で
あ
る
。
一
二
月
三
一
日
深
夜
、
各
家
で
は
こ
の
桧
の
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割
木
を
タ
イ
マ
ッ
に
し
て
火
を
つ
け
て
氏
神
に
参
詣
し
、
そ
の
火
を
持
ち
帰
っ

て

雑
煮
を

つ
く
る
。
こ
の
日
か
ら
一
月
五
日
ま
で
、
禰
宜
は
自
宅
で
水
を
浴
び

て

行
を

行

な
う
の
で
あ
る
。
青
山
で
は
村
の
行
場
が
な
い
の
で
、
以
前
は
家
の

前
の
小

川
な
ど
で
水
を
浴
び
て
い
た
が
、
現
在
は
風
呂
場
を
使
う
の
が
一
般
的

で
あ
る
。
一
月
五
日
は
ノ
ッ
ト
（
法
度
）
と
よ
ば
れ
る
行
事
が
あ
る
。
こ
れ
は
禰

宜
に

よ
る
弓
行
事
で
あ
っ
て
、
そ
の
年
の
作
物
の
豊
凶
を
占
う
行
事
で
あ
る
。

ま
た
禰
宜
は
神
主
と
同
じ
よ
う
に
、
神
田
を
つ
く
る
。
神
田
は
自
家
の
田
の
中

で

も
日
当
り
の
よ
い
南
側
の
部
分
を
あ
て
る
。
神
田
に
植
え
る
種
籾
は
特
別
伝

え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
自
家
の
種
籾
を
使
う
。
植
付
け
が
終
わ
る
と
植
付

け
休
み
に
神
官
（
妹
の
春
日
神
社
の
神
官
）
が
き
て
お
祓
い
を
す
る
。
神
田
の

四
角
に
は
生
木
を
立
て
縄
を
張
っ
て
「
神
撰
田
、
日
吉
神
社
」
と
書
い
た
札
を

立
て

る
。
神
田
で
と
れ
た
初
穂
は
年
五
回
の
大
祭
に
春
日
社
に
供
え
ら
れ
る
。

こ
の
ほ
か
禰
宜
は
春
秋
の
大
祭
に
市
女
が
使
用
す
る
神
楽
用
の
笹
の
準
備
に
も

あ
た
る
。

　
さ
ら
に
禰
宜
は
神
主
が
不
慮
の
事
故
や
服
忌
で
そ
の
役
割
を
遂
行
で
き
な
い

と
き
は
代
理
を
つ
と
め
た
り
、
ま
た
事
に
よ
っ
て
は
た
だ
ち
に
神
主
に
昇
格
し

て

神
主
の

役
割
を
果
た
す
こ
と
も
あ
る
。
神
主
は
今
日
で
も
葬
式
に
参
列
し
て

は

な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
親
族
の
死
亡
に
あ
た
っ
て
は
一
定
期
間
神
主

の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
期
間
は
兄
弟
・
両
親
（
父
親
母
親

と
も
）
・
子
供
の
時
は
五
〇
日
、
オ
ジ
・
オ
バ
（
父
方
母
方
と
も
）
、
オ
イ
・
メ

イ
は
二
〇
日
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
妻
方
の
親
族
の
死
亡
に
よ
っ
て
は
忌
が
か

か
ら
な
い
。
こ
の
期
間
は
禰
宜
が
神
主
の
代
理
を
つ
と
め
る
。

　
宮
衆
に
入
っ
て
三
年
目
の
一
〇
月
か
ら
一
年
間
は
神
主
を
務
め
る
。
神
主
に

就
任
す

る
に
あ
た
っ
て
は
、
と
く
に
家
を
新
築
し
た
り
は
し
な
い
が
、
少
な
く

と
も
壁
を
ぬ
り
か
え
る
な
ど
の
準
備
を
と
と
の
え
る
（
一
九
八
五
年
の
神
主
は

家
を
新
築
し
た
）
。
神
主
に
就
任
す
る
一
〇
月
一
日
に
は
「
神
入
れ
し
と
よ
ば

れ

る
儀
礼
が
行
な
わ
れ
る
が
、
こ
れ
よ
り
前
の
三
日
間
神
主
に
な
る
者
は
日
吉

神
社
に
参
詣
す

る
。
こ
の
参
詣
に
は
順
序
が
あ
り
、
九
月
二
八
日
は
鳥
居
ま

で
、
二
九
日
は
本
社
の
階
段
下
ま
で
と
定
め
ら
れ
、
三
日
目
の
三
〇
日
に
は
じ

め
て

本
社
へ
詣
る
。
神
入
れ
の
儀
礼
は
朝
か
ら
神
主
宅
で
行
な
わ
れ
る
が
、
一

〇
人
の
宮
衆
の
ほ
か
に
妹
の
春
日
神
社
の
神
官
と
鯨
江
の
市
女
が
加
わ
る
。
市

女
は
新

し
い
神
主
宅
の
カ
マ
ド
で
わ
か
し
た
湯
に
禰
宜
が
用
意
し
た
笹
を
浸

し
、
禰
宜
の
た
た
く
太
鼓
に
合
わ
せ
て
笹
を
ふ
り
な
が
ら
新
神
主
の
誕
生
を
祝

う
神
楽
を
舞
う
。
そ
の
後
神
官
が
御
幣
を
切
り
、
新
神
主
が
身
に
つ
け
る
装
束

や
大
祭
に
供
え
る
御
供
を
蒸
す
カ
マ
を
清
め
る
。
ま
た
前
年
神
主
を
っ
と
め
た

宮
衆
（
古
神
主
と
よ
ば
れ
る
）
は
こ
の
日
箱
に
入
っ
た
『
日
吉
神
社
年
中
行
事

録
』
と
御
供
台
・
お
ひ
す
を
渡
す
と
と
も
に
、
灯
明
の
手
順
を
教
え
て
神
主
役

を
う
け
渡
す
。
こ
の
の
ち
新
神
主
は
宮
衆
や
シ
ン
ル
イ
・
隣
組
を
招
い
て
正
式

の

も
て
な
し
で
あ
る
本
膳
を
も
っ
て
接
待
す
る
。
招
か
れ
た
シ
ン
ル
イ
・
隣
組

は

正
式
の
紋
付
の
服
装
に
祝
金
と
美
濃
紙
を
持
ち
よ
る
。
こ
の
神
入
れ
の
参
加

310
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者
を

昭
和

三
一
年
二
月
一
日
に
行
な
わ
れ
た
神
入
れ
儀
礼
を
事
例
と
し
て
み
る

と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
時
神
入
れ
に
か
か
わ
る
儀
礼
は
朝
昼
晩
の
三
回

に
わ
た
っ

て

行
な

わ
れ

た
。
ま
ず
朝
に
行
な
わ
れ
た
「
朝
呼
」
は
禰
宜
・
氏
子
総

代
・
神
官
・
市
女
の
ほ
か
ト
ナ
リ
組
の
九
人
が
参
加
し
、
前
に
の
べ
た
よ
う
な

神
入
れ
の
儀
礼
を
行
な
っ
た
。
こ
れ
が
終
っ
て
昼
に
は
、
シ
ン
ル
イ
の
一
三
軒

を

招
待

し
て
「
昼
呼
」
が
行
な
わ
れ
た
。
シ
ン
ル
イ
は
こ
の
と
き
二
〇
〇
円
か
ら

二
、
○
○
○
円
の
祝
金
と
多
く
の
人
が
美
濃
紙
一
帖
を
持
参
し
た
。
参
加
者
＝
二

人
の

関
係
を
み
る
と
、
古
い
分
家
と
さ
れ
る
一
軒
を
の
ぞ
く
と
世
帯
主
の
世
代

を

中
心
と
し
て
上
下
一
代
ず
つ
の
三
世
代
の
範
囲
の
ご
く
近
い
父
方
・
母
方
お

よ
び
妻
方
の
シ
ン
ル
イ
で
あ
る
。
父
方
が
六
軒
に
対
し
て
、
母
方
・
妻
方
は
七
軒

を
数
え

て

お

り
、
父
方
と
母
方
・
妻
方
は
ほ
ぼ
対
称
的
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

は
青
山

の

一
般
的
な
シ
ン
ル
イ
の
つ
き
あ
い
の
範
囲
と
一
致
し
て
い
る
。
つ
ま

り
神
入
れ
の
と
き
に
参
加
す
る
シ
ン
ル
イ
も
他
の
シ
ン
ル
イ
の
つ
き
あ
い
の
場

合
と
変
化
が
な
い
。
夜
に
な
る
と
「
夜
呼
」
と
い
っ
て
宮
衆
一
〇
人
を
も
て
な
す

本
膳
が
行
な

わ
れ

る
。
こ
れ
を
も
っ
て
神
入
れ
の
儀
礼
は
す
べ
て
終
了
す
る
。

　
神
入
れ
の
儀
礼
を
終
了
す
る
と
、
新
神
主
の
家
の
玄
関
と
床
ノ
間
に
注
連
縄

が
張

ら
れ
る
。
床
の
間
に
は
日
吉
神
社
の
額
を
下
げ
た
り
す
る
こ
と
は
特
に
し

　
（
6
）

な
い
が
、
日
吉
神
社
の
祭
神
の
分
身
の
依
代
と
さ
れ
る
御
幣
を
置
き
、
そ
の
前

に
御
神

酒
・
水
・
塩
な
ど
を
供
え
る
。
神
主
役
を
務
め
る
一
年
間
は
と
く
に
仏

壇
を

閉
じ
た
り
す
る
こ
と
は
な
く
、
神
棚
も
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
神
主
は
『
日

＿占＿
　　　　　　　　　　　箒工

　　　　　　∫　　1

（暗占．参加者）

図3　神入れ儀礼に参加したシンルイ

耀
灘

　
　
　
ぺ

　
　
ぐ
　
　

　
　
　
　
　
　
　
ざ

爾
摺
漏

　
　
　
　
、

写真2　1981年に神主をつとめた

　　　　家の床の間。1二方には注

　　　　連縄が張られているが、

　　　　日1言神社の額はない

311



近江湖東における宮座の組織と儀礼

吉
神
社
年
中
行
事
録
』
に
書
か
れ
た
内
容
に
従
っ
て
一
年
間
、
日
吉
神
社
の
祭

祀
の

中
心
的
役
割
を
担
う
が
、
そ
の
冒
頭
に
は
神
主
の
役
割
と
し
て
次
の
よ
う

に
列
記
さ
れ
て
い
る
。

　
一
、
毎
月
一
日
、
＝
日
、
一
七
日
、
二
一
日
、
末
日
の
五
回
（
定
例
精
進

　
　

日
）
御
燈
明
ス
ル
事
、
其
ノ
他
彼
岸
祭
典
正
月
ハ
其
都
度
燈
明
ス
ル

　
一
、
屋
根
掃
除
ヲ
ニ
回
以
上
行
フ
事

　
一
、
御
供
ノ
前
々
日
二
前
精
進
ヲ
布
令
ル

　
一
、
境
内
掃
除
ヲ
常
二
行
フ
事

　
一
、
一
二
月
中
（
雪
ノ
降
ラ
ヌ
内
）
フ
ナ
ゴ
取
リ
ニ
祢
宜
ト
ニ
人
行
ク
事

　
一
、
本
御
供
毎
二
御
鏡
二
十
三
重
及
神
酒
三
合
必
要
ナ
リ

　

こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
青
山
の
神
主
の
日
常
的
役
割
は
月
五
回
の
定

例
精
進
日
に
灯
明
を
あ
げ
る
こ
と
に
加
え
て
毎
日
日
吉
神
社
に
参
拝
し
て
村
人

や
村
の
安
全
を
祈
願
す
る
こ
と
で
あ
る
。
毎
日
の
参
拝
は
早
朝
、
村
人
に
見
ら

れ

な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
以
前
は
毎
月
の

行
事

と
し
て
一
ヵ
月
に
一
度
「
月
御
供
」
と
い
っ
て
各
戸
か
ら
米
を
集
め
て
神

社
に

御
供

と
し
て
供
え
、
そ
れ
を
さ
ら
に
各
氏
子
に
分
け
る
行
事
が
あ
り
、
こ

れ
が

神
主
の

重
要
な
役
割
と
な
っ
て
い
た
が
、
現
在
は
戦
時
中
の
物
資
不
足
に

よ
り
廃
止
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
神
主
の
一
年
間
に
は
次
の
よ
う

な
禁
止
事
項
が
あ
る
。
θ
ネ
ギ
・
タ
マ
ネ
ギ
・
ニ
ン
ニ
ク
を
食
べ
て
は
な
ら
な

い
。
㈲
四
足
の
動
物
の
肉
を
食
べ
て
は
な
ら
な
い
。
の
田
の
草
と
り
を
し
て
は

な
ら
な
い
。
⇔
灰
を
使
っ
て
田
植
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
O
肥
料
を
か
つ
い
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
2

は

な
ら
な
い
。
内
精
進
日
に
は
土
仕
事
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
O
葬
式
に
参
列
　
3

し
て
は
な
ら
な
い
。
θ
夫
婦
は
同
室
で
寝
て
は
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
神
主
の
役
割
を
検
討
す
る
と
、
青
山
の
神
主
は
他
の
村
落
の
宮

座
に
お
け

る
当
屋
に
該
当
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で

次
に
宮
座
に

お
け

る
家
の
対
等
性
と
の
関
連
に
お
い
て
、
神
主
が
ど
の
よ
う
な

家
々
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
き
た
か
を
、
昭
和
初
年
以
降
の
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
検

討
し
て
み
よ
う
。
表
1
は
確
認
し
得
る
限
り
で
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
の
神
主
就

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

任
者
の
名
前
を
列
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
表
2
は
こ
れ
に
も
と
つ
い
て
約
六
〇

年
間
に
わ
た
る
家
ご
と
の
神
主
遂
行
回
数
を
示
し
、
こ
れ
を
同
じ
ょ
う
に
し
て

数
字
を

算
出
し
た
隣
村
の
小
倉
お
よ
び
野
洲
町
三
上
の
宮
座
と
比
較
し
た
も
の

で

あ
る
。
宮
座
の
基
本
原
理
で
あ
る
当
屋
制
原
理
が
貫
徹
さ
れ
て
い
れ
ば
、
神

主
遂
行
回
数
に
つ
い
て
長
期
的
な
均
衡
が
家
々
の
間
に
成
立
し
て
い
る
は
ず
で

あ
る
が
、
実
際
に
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
神
主
を
務
め
た
回
数
を
み
る

と
、
こ
の
六
〇
年
間
に
一
回
務
め
た
家
が
一
四
軒
（
二
八
・
六
％
）
、
二
回
が
二

二
軒
（
四
四
・
九
％
）
と
こ
れ
ら
の
家
々
で
約
七
三
％
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
こ
れ

に

対

し
て
一
回
も
神
主
を
務
め
て
い
な
い
家
が
一
三
軒
（
二
六
・
五
％
）
も
あ

る
。
二
回
神
主
を
務
め
た
家
は
す
べ
て
先
代
が
務
め
た
あ
と
、
そ
の
息
子
も
し

く
は
婿
養
子
（
青
山
の
場
合
に
は
婿
養
子
も
実
子
と
同
じ
ょ
う
に
全
く
年
齢
順

に
神
主
を

務
め

る
）
が
神
主
を
務
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
間
の
年
数
に
つ
い
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表1歴代神主一覧
年度

和
1
　
2
　
3
　
4
　
5
　
6
　
7
　
8
　
9

昭

1
占
　
－
　
　
噌
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
占
　
　
1
　
　
1
　
　
1
占
　
1
　
　
2
　
　
2

氏 名

藤　川　為　吉

青　山　安治郎

藤　川　常　吉

藤　川　石　松

藤　川　幸次郎

青　山　太　蔵

川　副　重次郎

青　山　利三郎

北　邑　宇　八

北　邑　文太郎

川　副　秀　吉

青　山　茂　吉

北　邑　清　吉

藤　川　馬治郎

小沢小一郎

藤　川　甚　平

川　副　金　蔵

小　沢　和　吉

青　山　菊　蔵

北　邑　新次郎

帯
号

世
番

皿

皿

m
m
極

価

ぷ

④

協

鵬

m
偽

m
皿

㎜

団

靱

棚
m
棚

年度 氏 名

川　副　寅　松

藤　川　藤　一

藤　川　弥　吉

北　邑　　　哲

藤　　刀1　紋三良β

小　沢　庄治郎

青　山　岩次郎

川　副　善　一

川　副　庄　吉

青　山　太三郎

青　山　源太郎

青　山　忠次郎

藤　川　吉次郎

藤川善右衛門

小　沢　清　次

小　沢　正　一

北　邑　理　一

北　邑　新　吉

藤　川　市　郎

南　　　芳　一

藤　川　元一郎

帯
号

世
番

年度 氏 名

北　邑　勝三郎

藤　川　申二郎

藤　川　義太郎

青　山　定次郎

北　邑　重　吉

藤　川　栄　一

浅　村　喜一郎

藤　川　外二郎

藤　川　捨　吉

青　山　晃太郎

川　副　太一郎

川　副　義太郎

青　山　利　平

藤　川　誠一郎

小　沢　外　一

青　山　昇　三

小沢徳左衛門

北　邑　正　己

青　山　孝三郎

世帯
番号

表2　神主（当屋）遂行回数の比較 表3　54年度の10人宮衆

0
1
2
3

十－三
ロ

小 倉

44　（　51．2）

35　（　40．7）

7（8．1）

一 （一）

86（100．0）

青 山

13　（　26．5）

14（　28．6）

22　（　44．9）

　（一）

49　（100．0）

上

20　（　19．0）

70　（　66．7）

14　（　13．3）

1（1．0）

105　（100．0）

新

禰

神

座

宜

主

氏子総代

年　　長

藤　川　誠一郎

青　山　利　平

川　副　義太郎

川　副　太一郎

青　山　晃太郎

藤　川　捨　吉

藤　川　外二郎

浅村　喜一郎

藤　川　栄　一

北　邑　重　吉

54歳

54

54

55

55

55

55

55

56

59
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て

は
家
に

よ
っ
て
か
な
り
の
変
差
が
あ
り
、
最
も
短
い
二
五
年
か
ら
最
も
長
い

四
六
年
ま
で
あ
る
。
そ
の
分
布
を
み
る
と
、
二
五
年
か
ら
二
九
年
が
五
例
、
三

〇
年
か
ら
三
四
年
が
七
例
、
三
五
年
か
ら
三
九
年
が
三
例
、
四
〇
年
以
上
が
六

例

と
な
っ
て
い
る
。
全
体
の
平
均
は
三
四
・
二
年
で
、
こ
れ
は
お
よ
そ
家
族
の

一
世
代
と
考
え
ら
れ
る
三
〇
年
に
近
い
と
い
え
る
。
先
代
が
昭
和
の
初
め
に
神

主
を

務
め
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
神
主
を
務
め
た
家
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
二
回
目
の
神
主

を
務
め
て

い

る
例
が
多
い
な
か
で
、
ま
だ
一
回
し
か
務
め
て
い
な
い
家
が
五
軒

ほ

ど
あ
る
。
こ
の
う
ち
一
軒
は
世
帯
主
が
宮
衆
に
入
る
前
に
死
亡
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
他
の
四
軒
に
つ
い
て
は
す
べ
て
世
帯
主
が
数
年
後
に
宮
衆
入
り
す
る

年
齢
に
達
し
て
い
る
か
ら
、
順
調
に
二
回
目
を
務
め
る
予
定
で
あ
る
。
こ
れ
ら

を

見
る
限
り
、
宮
衆
の
シ
ス
テ
ム
は
順
調
に
機
能
し
て
い
る
が
、
一
方
に
は
こ

の
間
神
主
の

経
験
の
な
い
家
の
存
在
も
無
視
で
き
な
い
。
こ
の
二
二
例
に
つ
い

て

そ

の

理
由
を
さ
ぐ
っ
て
み
る
と
、
不
明
の
二
例
を
の
ぞ
い
て
本
人
の
死
亡
が

七
例
、
妻
の
死
亡
が
二
例
、
寺
の
住
職
の
た
め
と
い
う
の
が
一
例
で
、
残
る
一

例
は
役
場
勤
務
の
た
め
と
い
う
理
由
で
神
主
就
任
を
断
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を

み

る
と
本
人
も
し
く
は
妻
の
死
亡
と
い
う
い
わ
ば
不
可
避
的
な
理
由
が
圧
倒
的

に
多

く
、
役
場
勤
務
な
ど
全
く
個
人
的
な
理
由
で
断
っ
た
の
は
わ
ず
か
一
例
に

す
ぎ
な
い
と
い
う
事
実
は
注
目
に
値
す
る
と
い
え
る
。
こ
の
点
に
っ
い
て
比
較

す
れ
ば
、
小
倉
に
は
神
主
を
一
回
も
務
め
て
い
な
い
家
が
五
〇
％
以
上
に
も
の

ぼ
っ
て
お
り
、
小
倉
の
に
比
べ
れ
ば
青
山
や
三
上
に
は
お
よ
そ
の
均
衡
が
保
持

さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
青
山
に
お
い
て
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
四
分
の
一
に
の
ぼ
る
家
が
こ

の

六
〇
年
間

に
一
度
も
神
主
を
務
め
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宮
座
の
経

済
的
負
担
に
お
い
て
は
均
衡
が
と
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
は
青

山
の
宮
座
で
は
神
主
に
ほ
と
ん
ど
経
済
的
負
担
が
か
か
ら
な
い
と
い
う

独
自
の
財
政
シ
ス
テ
ム
が
確
立
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
に
分
析

す

る
よ
う
に
、
全
戸
の
対
等
的
負
担
に
も
と
つ
く
公
的
な
会
計
が
毎
年
設
定
さ

れ
て

お

り
、
氏
神
祭
祀
が
神
主
の
私
的
負
担
で
行
な
わ
れ
な
い
と
い
う
事
実
で

（
8
）

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
た
と
え
神
主
就
任
を
拒
否
し
て
も
さ
し
て
批
判
を
う

け

な
い
理
由
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ω
宮
衆
の
財
政

　
青
山
に
は
昭
和
二
年
以
降
の
宮
座
の
財
政
を
示
す
決
算
書
「
帳
〆
精
算
帳
」

が
保
存
さ
れ
、
書
類
箱
に
入
れ
ら
れ
て
代
々
の
神
主
に
ひ
き
つ
が
れ
て
い
る
。

こ
の
精
算
帳
は
毎
年
一
二
月
一
九
日
行
な
わ
れ
る
帳
〆
の
際
に
宮
衆
が
寄
っ
て

記
録

し
た
決
算
書
で
あ
る
。
そ
の
な
か
か
ら
昭
和
五
四
年
の
帳
〆
精
算
帳
を
一

例

と
し
て
と
り
あ
げ
て
、
青
山
の
宮
衆
の
財
政
を
分
析
し
て
み
ょ
う
（
資
料
三

参
照
）
。
昭
和
三
一
年
以
降
、
神
主
が
一
〇
月
一
日
に
交
代
す
る
こ
と
に
な
っ

た
た
め

に
精
算
帳
は
や
や
複
雑
に
な
っ
て
い
る
が
、
基
本
的
原
則
は
変
わ
っ
て

い
な

い
。
ま
ず
収
入
を
み
る
と
御
供
米
、
畑
初
穂
料
、
枯
木
代
、
杉
代
の
四
つ
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の

費
目
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
御
供
米
と
畑
初
穂
料
が
宮
衆
の
定
期

的
収
入
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
は
こ
の
年
の
臨
時
収
入
で
あ
る
。
御
供
米
と
は
各

家
が
宮
衆
に
納
め
る
米
の
代
金
で
あ
っ
て
、
こ
の
年
は
一
升
四
〇
〇
円
で
換
算

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
年
は
四
七
軒
が
御
供
米
を
納
め
て
お
り
、
村
座
と
し
て
の

全
戸
の

負
担
が
こ
こ
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
家
が
単
位
と
な
っ
て
御
供
米
を

納
め
て
い
る
こ
と
は
宮
衆
が
基
本
的
に
家
単
位
の
集
団
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し

て

い

る
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
よ
く
見
る
と
各
家
に
差
が
か
な
り
あ
る
。
そ

れ
は
御
供
米
の

量
の

算
定
が
、
資
産
や
所
得
を
基
礎
と
し
て
実
質
的
平
等
に
な

る
よ
う
に
算
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
算
定
は
帳
〆
の
際
宮
衆
に
よ
っ
て

行

な
わ
れ
る
。
こ
れ
は
各
家
の
経
済
状
態
が
年
に
よ
っ
て
変
化
す
る
こ
と
を
前

提

と
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
新
座
と
禰
宜
は
予
約
米
と
し
て
五

升
、
神
主
は
神
主
米
と
し
て
一
斗
を
お
さ
め
る
。
畑
初
穂
料
と
あ
る
の
は
畑
年

貢
と
も
よ
ば
れ
る
か
つ
て
の
宮
畑
の
小
作
料
が
農
地
改
革
後
も
継
続
し
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
当
時
は
一
戸
に
つ
き
一
割
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
五
四
年
に
畑
年

貢
を
納
め
た
の
は
二
三
軒
と
約
半
数
に
減
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
か
つ
て
宮
畑
で

あ
っ
た
畑
の
所
有
者
の
移
動
に
と
も
な
う
も
の
で
あ
っ
て
、
一
二
戸
が
二
軒
分

に

あ
た
る
二
割
、
二
戸
が
三
軒
分
に
あ
た
る
三
割
を
納
め
て
い
る
。
臨
時
収
入

で
あ
る
枯
木
代
・
杉
代
は
境
内
と
裏
山
の
木
材
の
販
売
代
金
で
こ
の
年
に
限
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
一
方
支
出
は
氏
神
へ
供
え
る
御
供
米
代
金
、
氏
神
の
各
種
の
祭
礼
の
費
用

（
買
物
な
ど
）
お
よ
び
神
主
へ
の
報
酬
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
支
出
は
神
主

が
一
年
間
立
替
払
い
し
て
い
た
も
の
を
支
払
う
形
と
な
っ
て
い
る
。
支
出
の
内

訳
を
み

る
と
御
供
米
代
金
三
九
、
五
〇
〇
円
、
祭
の
費
用
五
〇
、
四
一
九
円
、

神
主
報
酬
が
四
、
六
六
〇
円
と
な
っ
て
い
る
。
収
入
と
支
出
の
状
況
を
み
る

と
、
昭
和
五
四
年
度
は
全
体
的
に
み
れ
ば
大
幅
な
黒
字
と
な
っ
て
い
る
が
、
臨

時
収
入
を

の

ぞ

け
ば
九
二
、
四
〇
〇
円
の
収
入
に
対
し
て
、
支
出
は
九
五
、
二

九
九

円
で
あ
っ
て
、
二
、
八
九
九
円
の
赤
字
と
な
る
。
例
年
は
臨
時
的
収
入
が

な
い
の
で
赤
字
に
な
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
赤
字
の
場
合
に
は
氏
子
総
代
が

管
理
す

る
日
吉
神
社
全
体
の
会
計
か
ら
補
填
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
青
山
の
宮
衆
の
財
政
は
村
座
的
な
全
戸
の
実
質
的
平
等
主
義
に

も
と
つ
い
て
運
営
さ
れ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
他
の
村
落
の
宮

座
に

し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
当
屋
（
青
山
の
場
合
は
神
主
）
の
経
済
的

負
担
の
上
に
祭
祀
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
し
て
村
の
公
的
な
会
計
を

以
て

費
用
が
ま
か
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
神
主
に
対
し
て
は
宮
衆

の

会
計

と
は
別
だ
て
に
な
っ
て
い
る
区
の
会
計
か
ら
、
年
に
約
一
〇
万
円
の
報

酬
が
支
払
わ
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
神
主
は
経
済
的
負
担
を
最
少
限

に
お

さ
え
る
こ
と
が
で
き
、
宮
衆
通
営
の
公
的
性
格
が
い
っ
そ
う
強
調
さ
れ
て

い

る
の
で
あ
る
。
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三
、
宮
座
祭
祀
の
儀
礼

　

こ
こ
で
は
二
度
に
わ
た
っ
て
観
察
し
た
日
吉
神
社
の
春
祭
を
中
心
に
し
な
が

ら
、
日
吉
神
社
に
お
け
る
宮
座
祭
祀
の
構
造
を
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。
日

吉
神
社
の

祭
礼
は
神
主
を

中
心
と
し
た
一
〇
人
の
宮
衆
に
よ
っ
て
、
『
日
吉
神

社
年
中
行
事
録
』
（
昭
和
五
三
年
、
大
字
青
山
宮
司
中
）
に
従
っ
て
行
な
わ
れ

る
。
年
中
行
事
録
は
日
吉
神
社
の
正
式
の
行
事
記
録
で
は
な
く
、
神
主
の
控
で

あ
る
。
現
在
の
最
も
古
い
行
事
録
は
大
正
九
年
の
『
村
社
菅
原
神
社
年
中
行
事

灘

写真3　日吉神社年中行事録。大正9年と昭和16年

　　　　の2冊

録
』
で
あ
り
、
昭
和
一
六
年
の
『
村
社
日
吉
神
社
年
中
行
事
録
』
を
経
て
、
現

在
の
年
中
行
事
録
と
な
っ
て
い
る
。
昭
和
一
六
年
の
行
事
録
の
冒
頭
に
は
、

「
本
年
中
行
事
録
ハ
後
任
者
ノ
参
考
ノ
タ
メ
自
分
ノ
経
験
シ
タ
ル
マ
マ
ヲ
印
シ

タ
ル
モ
ノ
ナ
レ
バ
公
然
タ
ル
モ
ノ
ニ
非
ズ
　
公
式
行
事
録
ト
対
照
ノ
上
行
ワ
レ

タ
シ
」
と
当
時
の
神
主
が
記
し
て
お
り
、
公
式
の
行
事
記
録
で
な
い
こ
と
が
明

ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
公
式
行
事
録
は
現
在
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
の

で
、
こ
れ
が
実
質
的
に
は
公
式
行
事
録
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
ま
た
日
吉

神
社
の
年
中
行
事
を
明
ら
か
に
す
る
側
面
の
資
料
と
し
て
、
昭
和
一
五
年
か
ら

一
八
年
ま
で
の
年
中
行
事
の
主
と
し
て
料
理
を
記
録
し
た
『
宮
之
行
事
』
（
藤

姦
鷺
・

講謬網灘i叢謹礁
　　　　　　　　　　　　　　　ま　．療竺漂奨磯3．．．一’懸　　　　　、　＾譜　＿　煕

写真4　日吉神社年中行事録の一例。一年の行事の

　　　　やり方、供物が行事順に記されている

川
義
一
）
が
あ
る
。

げ
て
お
い
た
。

こ
れ
ら
は
資
料
と
し
て
原
文
の
ま
ま
全
文
を
掲

ω
　
日
吉
神
社
年
中
行
事

　
『
日
吉
神
社
年
中
行
事
録
』
に
よ
れ
ば
、
神
主
が
関
与
す
る
日
吉
神

社
の

行

事
は
五
〇
以
上
に
も
の
ぼ
る
。
こ
れ
ら
の
行
事
の
全
体
を
供

物
の
内
容
や
行
事
の
性
格
に
従
っ
て
表
に
示
せ
ば
、
表
4
の
通
り
で

あ
る
。
こ
の
表
は
昭
和
五
三
年
の
年
中
行
事
録
の
分
析
で
あ
る
が
、

こ
こ
に
記
載
さ
れ
た
行
事
が
大
正
九
年
、
昭
和
一
六
年
の
二
つ
の
年

中
行
事
録
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
も
合
わ
せ
て
示
し
た
。

こ
の
表
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
日
吉
神
社
の
年
中
行
事
は
何
を
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祀

る
行
事
か
に
よ
っ
て
基
本
的
に
次
の
三
種
に
区
分
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。
第
一
は
日
吉
神
社
本
社
と
末
社
で
あ
る
春
日
社
を
祀
る
行
事
で
あ
っ
て
、

こ
れ
が
日
吉
神
社
年
中
行
事
の
中
核
を
な
し
て
い
る
。
第
二
は
春
日
社
以
外
の

境
内
末
社
の
祭
礼
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
は
井
神
の
井
祭
（
二
月
初
亥
の
日
）
、
山

王
神
社
の

山
王
祭
（
三
月
一
三
日
）
、
神
明
社
の
神
明
祭
（
四
月
一
六
日
）
、
八
坂

神

社
の
祇
園
祭
（
七
月
一
四
日
）
な
ど
が
あ
り
、
こ
れ
も
か
な
り
の
数
に
の
ぼ

っ

て

い

る
。
第
三
は
近
代
以
前
の
神
仏
混
清
の
名
残
り
を
と
ど
め
る
仏
事
関
係

の

行
事
で
あ
っ
て
、
法
度
（
一
月
五
日
）
、
御
祈
祷
（
一
月
一
一
日
）
、
ネ
ハ
ン

（
二
月
一
五
日
）
、
念
仏
初
（
一
月
一
七
日
）
、
夏
祈
祷
（
七
月
一
七
日
）
な
ど
七

つ
の

行
事
が
あ
る
。
こ
れ
は
神
主
を
始
め
と
す
る
宮
衆
が
、
盆
な
ど
の
祖
先
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

祀
を

含
む
仏
事
に
関
与
し
て
い
る
点
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
例
で
あ
る
。

　

こ
の
三
種
の
行
事
の
う
ち
、
い
ま
仏
事
関
係
の
行
事
と
本
社
の
行
事
に
つ
い

て

少
し
詳
し
く
み
て
み
よ
う
。
仏
事
関
係
の
年
中
行
事
は
す
で
に
の
べ
た
よ
う

に
全
部
で
七
回

あ
る
が
、
こ
の
う
ち
五
回
は
曽
根
の
天
台
宗
福
性
寺
の
法
印
が

参
加
す

る
。
日
吉
神
社
に
隣
接
す
る
善
勝
寺
（
浄
土
宗
）
の
僧
で
は
な
く
て
、

他
村
の
天
台
宗
の
法
印
を
迎
え
て
行
な
う
こ
と
が
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ

は
善
勝
寺
が
か
つ
て
天
台
宗
の
寺
で
あ
っ
た
と
す
る
事
実
に
関
連
す
る
と
思
わ

れ

る
。
『
近
江
国
愛
知
郡
青
山
村
地
誌
』
に
ょ
れ
ば
、
善
勝
寺
は
「
創
立
詳
ナ

ラ
ズ
寛
文
九
年
己
酉
十
月
僧
円
誉
度
融
中
興
開
基
ス
」
と
あ
る
か
ら
、
天
台
宗

で

あ
っ
た
の
は
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
以
前
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
仏
事

関
係
の
行
事
が
ど
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
た
か
を
年
中
行
事
録
に
よ
っ
て
み
る

と
、
た
と
え
ば
正
月
一
一
日
の
初
祈
祷
は
「
夕
方
定
例
灯
明
、
本
社
春
日
社
一

六
禅
神
の
掛
軸
を
掛
け
る
、
法
印
祈
祷
す
社
守
祢
宜
参
拝
す
（
大
般
若
経
一
箱

出
す
）
、
禰
宜
祈
祷
札
を
四
ケ
所
に
建
て
る
、
字
中
札
を
配
る
」
と
あ
る
。
こ

れ
に

よ
れ
ば
本
社
と
春
日
社
に
掛
軸
が
か
け
ら
れ
、
僧
が
祈
祷
し
て
、
札
が
村

内
四
ケ
所
に
立
て
ら
れ
、
さ
ら
に
家
々
に
配
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
純
粋
の
神

社
年
中
行
事
と
は
全
く
様
相
を
異
に
し
て
い
る
と
い
え
る
。
一
月
一
七
日
の
念

仏
初
や
七
月
一
七
日
の
夏
祈
祷
も
ほ
ぼ
同
様
に
行
な
わ
れ
る
。
ま
た
善
勝
寺
で

行

な
わ
れ
る
仏
事
も
一
回
（
三
月
彼
岸
中
日
の
春
季
皇
霊
祭
）
あ
る
。
こ
の
時

は
神
主

と
祢
宜
が
善
勝
寺
に
出
か
け
て
行
っ
て
百
万
遍
を
法
印
と
と
も
に
行
な

う
。
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
仏
事
関
係
の
年
中
行
事
の
う
ち
に
は
、
天
台
宗
万
福

寺
の
法
印
が
関
係
す
る
行
事
と
、
善
勝
寺
の
僧
が
関
係
し
て
い
る
行
事
の
二
種

が

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
行
事
の
存
在
は
氏
神
日
吉
神
社

と
善
勝
寺
と
の
関
係
の
歴
史
的
展
開
を
表
象
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
日
吉
神
社
年
中
行
事
の
中
核
を
な
し
て
い
る
本
社
と
春
日
社
を
祀
る
行
事
に

つ
い
て

み

る
と
、
こ
れ
ら
の
な
か
で
も
御
供
を
供
え
る
正
月
、
祈
年
祭
、
春
の

大
祭
、
青
芽
祭
、
秋
の
大
祭
が
最
も
重
要
で
あ
る
。
御
供
づ
く
り
は
神
主
の
妻

が

関
与
し
、
御
供
盛
を
す
る
前
日
の
夜
六
時
間
余
を
か
け
て
四
升
の
米
を
蒸
し

て

つ
く
る
。
で
き
た
御
供
は
神
主
・
祢
宜
・
新
座
が
神
社
に
持
っ
て
行
き
、
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
甜

衆
が
さ
ら
に
こ
れ
を
小
さ
く
し
て
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
ワ
ラ
で
く
く
っ
て
形
を
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整

え
る
。
御
供
の
数
は
大
祭
の
場
合
二
三
膳
（
本
社
一
八
膳
、
春
日
社
五
膳
）

と
定
め
ら
れ
、
境
内
末
社
に
も
す
べ
て
供
え
ら
れ
る
。

　
御
供
を

そ

な
え
る
大
祭
の
中
で
こ
こ
で
は
正
月
行
事
を
と
り
あ
げ
て
み
ょ

う
。
正
月
に
は
神
社
の
灯
明
を
絶
や
さ
ぬ
よ
う
一
二
月
三
一
日
晩
か
ら
一
月
七

日
ま
で
神
主
が
一
週
間
神
社
の
社
務
所
に
籠
る
精
進
が
あ
る
。
か
つ
て
は
神
主

は
社
務
所
に
ひ

と
り
籠
っ
て
、
囲
炉
裏
で
飯
を
炊
い
て
食
べ
て
い
た
が
、
現
在

は
妻
が
食
事
を
つ
く
っ
て
社
務
所
に
と
ど
け
る
。
禰
宜
も
一
二
月
一
日
か
ら
一

月
五
日
ま
で
自
宅
で
水
を
か
ぶ
っ
て
水
行
を
行
な
う
。
大
晦
日
の
日
没
後
、
村

の

男
た
ち
は
御
神
酒
の
入
っ
た
銚
子
と
扇
子
を
も
っ
て
神
社
に
参
拝
し
、
本
殿

に
御
神
酒
を
供
え
る
。
こ
れ
を
歳
暮
参
り
と
称
す
る
。
深
夜
一
二
時
頃
に
は
一

二
月
一
日
の
薪
仕
の
時
に
各
家
に
配
ら
れ
た
桧
の
松
明
を
持
っ
て
日
吉
神
社
に

詣
る
。
こ
れ
を
ウ
シ
ノ
ト
キ
マ
イ
リ
と
い
い
、
三
人
目
の
村
人
が
神
社
の
鳥
居
を

く
ぐ
る
頃
よ
り
宮
衆
の
一
〇
人
ら
が
真
裸
に
な
っ
て
手
水
所
で
水
を
か
ぶ
る
。

こ
の
あ
と
宮
衆
が
正
装
し
て
御
神
酒
、
御
供
、
御
鏡
（
二
三
重
）
を
本
社
・
春
日

社
お

よ
び
末
社
に
供
え
て
年
頭
の
祭
典
を
行
な
う
。
神
社
へ
供
え
ら
れ
る
も
の

と
し
て
こ
の
他
に
「
金
の
餅
（
キ
ビ
と
も
ち
米
と
の
掲
き
ま
ぜ
）
、
銀
の
餅
（
ア

ズ

キ

と
餅
と
の
掲
き
ま
ぜ
）
を
五
セ
ン
チ
角
く
ら
い
の
菱
に
切
り
、
栗
、
み
か
ん
、

つ
る
し
柿
、
か
や
各
一
個
を
み
の
紙
に
包
み
、
水
引
き
で
結
び
、
こ
れ
を
宝
袋

と
い
っ
て
重
ね
餅
の
上
に
乗
せ
」
（
青
山
忠
治
郎
一
九
七
九
）
た
も
の
が
あ
る
。

村
人
は
神
社
で
火
を
つ
け
た
松
明
を
家
に
持
ち
帰
っ
て
カ
マ
ド
に
火
を
つ
け
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

こ
の
火
で
雑
煮
を
つ
く
っ
て
正
月
を
祝
う
。
正
月
四
日
に
は
縄
切
と
よ
ぶ
行
事

が

あ
る
。
こ
れ
は
神
社
の
入
口
の
杉
の
木
に
わ
た
す
勧
請
縄
を
と
り
替
え
る
の

が
中
心
で
あ
る
が
、
合
わ
せ
て
社
務
所
と
本
社
末
社
の
注
連
縄
を
つ
け
か
え
、

ま
た
一
年
間
使
う
幣
束
な
ど
の
準
備
を
す
る
行
事
で
あ
る
。
宮
衆
一
〇
人
が
集

ま
っ
て
小
麦
藁
を
持
ち
よ
っ
て
、
縄
を
な
う
。
こ
の
時
に
翌
日
の
法
度
（
ノ
ッ
ト
）

の

弓
行
事
に
使
う
的
も
つ
く
る
。
夜
は
神
主
宅
で
直
会
が
あ
る
。
一
月
五
日
の

法
度
は
仏
教
的
行
事
の

ひ

と
つ
で
あ
る
が
、
こ
の
日
隣
村
の
天
台
宗
福
性
寺
の

住
職
を

招
き
、
天
台
宗
の
読
経
祈
願
の
あ
と
禰
宜
と
住
職
の
二
人
が
明
き
の
方

向
に
向
っ
て
弓
を
射
て
、
そ
の
年
の
作
物
の
豊
凶
を
占
う
と
と
も
に
村
中
の
安

全
を

祈
願
す

る
。
明
き
の
方
向
に
前
日
つ
く
っ
た
的
が
備
え
ら
れ
、
禰
宜
の
射

っ

た

女
竹
の
矢
が
こ
の
的
に
あ
た
っ
た
り
、
住
職
の
矢
よ
り
も
遠
方
に
飛
ぶ
と

そ

の
年
は
豊
作
で
村
中
が
安
全
だ
と
さ
れ
る
。
年
頭
の
行
事
は
こ
の
あ
と
も
六

日
年
越
、
七
草
の
菜
味
噌
、
一
四
日
年
越
、
一
五
日
正
月
と
さ
ら
に
つ
づ
く
。

　
次
に
供
物
・
灯
明
か
ら
日
吉
神
社
の
年
中
行
事
を
な
が
め
て
み
る
と
、
灯
明

だ
け
が

と
も
さ
れ
る
行
事
、
御
鏡
が
供
え
ら
れ
る
行
事
（
こ
の
中
に
は
灯
明
が

あ
げ
ら
れ
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
が
あ
る
）
、
御
供
が
供
え
ら
れ
る
行

事
の
三
種
類
が
あ
り
、
こ
の
順
に
行
事
と
し
て
の
重
要
性
が
増
す
。
御
供
が
供

え
ら
れ
る
行
事
は
日
吉
神
社
の
年
中
行
事
の
中
心
で
あ
る
。
仏
事
に
か
か
わ
る

行
事
に
は
御
鏡
や
御
供
が
伴
わ
な
い
も
の
が
多
い
が
、
な
か
に
は
ネ
ハ
ン
（
二

月
）
、
春
秋
の
皇
霊
祭
、
盆
な
ど
に
は
御
鏡
が
供
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
行
事
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表4　日吉神社年中行事

和
年
昭
1
6

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
　
○
○

○
○
○
○

○

○
○

○

○
○

○
○
○

○
○

○
○

○
○
○
○

○
○
○
○

○

○

○
○

×
○
○
○
○

○

　
○
　
○
○
○
○

正
9

○

○
○
　
○
○
○
○
　
○
　
○
○

○

○
○

O
O
O
○
○

○

○
○

○

○
○
○

○

○

○
○

○

○
○

○
○
○
○

×
○
　
　
○

○

　
　
　
○
○
○

年
5
3
和
昭

仏
社
末
社
本

　

　
●

　
　
●
●
　
●
　
　
●
●
●
●
　
　
●
　
●
　
　
●
●

　●
●
●
●
　
●
●

　

　

●●
　
●

●
●

　

●

●●
　
　
●

●

●
●

明
燈
供
御
鏡
御

●

●

●　
●
　
　
　
●
　
　
●
●

　

　●
●
　
●

●●
●
　
●
　
●

　

　

●　
　
●
●
●

●

●
●
●
●

　

　

●●
●
●
●
●

　

　

　

　
　
●
●
　
　
●

　

　

　
●

事
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　

越

　
　
越

切
度

年
噌
講
講
疇

　縄
法
六
菜
薬

日
初
十
十
神
十
旧

　
　
　

　
　
日
　
　
　
倦
分
祭
ン
祭
　
　
ハ
年
節
井
ネ
祈

　
　　祭王山

春

祭
祭例

後

日
待
八
日
祭
月
芽
月
卯
麦
四

句
ミ
節
休
祓
祓
月
付
田
五
植
神
大

涼

祭
緯

園祓
夏

虫

　
　
　

　
　

盆
盆

七
大
盆

　
　
　

　
　

句

待
　
　

節

日
秋

事
行
レ
残
月
月
祭
入
　
明
明
神
居
豆
芋
秋

　
　
　
　
　
　
　
り
仕
割
払
講
締
切
摘
参
　
　
　
明
　
　
鏡
勢
薪
山
煤
神
帳
松
御
伊

日
月

　
亥初

15

品
聞
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に
は
供
物
か
ら
み
て
も
神
仏
混
渚
の
名
残
り
が
認
め
ら
れ
る
。
灯
明
は
社
務
所

に
保
存
さ
れ
て
い
る
火
打
ち
石
で
お
こ
し
、
木
ク
ズ
を
燃
や
し
て
つ
け
ら
れ

る
。
火
打
ち
石
と
木
ク
ズ
が
入
っ
た
器
を
灯
明
枡
と
い
い
、
こ
れ
を
も
っ
て
神

主
が
火
を

つ
け
る
。
灯
明
は
毎
日
一
日
、
一
一
日
、
一
七
日
、
二
一
日
、
末
日

の

定
期
的

な
灯
明
と
、
正
月
・
祭
典
な
ど
行
事
の
灯
明
と
が
あ
る
。
行
事
ご
と

の

灯
明
に
は
、
年
五
回
の
御
供
を
供
え
る
祭
典
の
よ
う
に
全
部
に
灯
明
す
る
も

の
、
神
明
講
（
一
二
月
＝
ハ
日
）
の
よ
う
に
本
社
と
春
日
社
だ
け
に
灯
明
す
る

も
の
、
ま
た
山
王
祭
の
よ
う
に
末
社
に
の
み
灯
明
す
る
行
事
と
が
あ
る
。

　
次
に
大
正
九
年
、
昭
和
一
六
年
、
昭
和
五
三
年
の
年
中
行
事
録
を
比
較
し
て

み

よ
う
。
五
三
年
の
年
中
行
事
録
を
基
本
と
し
て
大
正
九
年
と
昭
和
一
六
年
の

行
事
録
に
記
載
が
あ
る
か
ど
う
か
を
分
析
し
て
み
る
と
（
表
4
）
、
ほ
と
ん
ど

の

行
事
が
三
つ
の
行
事
録
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
で
見
る
限
り
、
神
主
期

間

の
変
更
に
と
も
な
う
神
入
れ
行
事
な
ど
を
の
ぞ
い
て
変
化
が
見
ら
れ
な
い
と

い

え
よ
う
。
大
正
九
年
に
は
記
載
の
な
い
行
事
が
多
い
が
、
こ
れ
も
行
事
自
体

が

行
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
『
帳
〆
精
算
帳
』
に
お
け
る
行
事

（1
1
）

記
載
も
現
在
と
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
い
か
ら
、
日
吉
神
社
の
年
中
行
事
は
少
な

く
と
も
最
近
七
〇
年
間
は
極
め
て
安
定
的
に
行
な
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

②
春
の
例
大
祭

日
吉
神
社
の
春
の
例
大
祭
は
四
月
一
七
日
に
行
な
わ
れ
る
が
、
前
日
に
は
境

表5　春季例大祭順序（1981年）

16日　15：00　宵宮準備

　　　16：00　神明祭

　　　16：30　灯明

　　　16：40　宵宮神楽

　　　16：50灯明

　　　19：00　御1供蒸し開始

　　　21：00　宵宮参り

17日　0：00～12130　御供洗い

　　　1　：00～1　：45　　ノ」＼餅奉糸内

　　　3：00　御供いれ

　　　3：30朝食

　　　4：30　御供盛

　　　5：40御供奉納

　　　6：20直会

　　　13：00～14：30例大祭

内
社
の
神
明
社
の
祭
礼
が
あ
り
、
ま
た
一
六
日
か
ら
御
供
づ
く
り
が
行
な
わ
れ

る
の
で
実
際
に
は
二
日
つ
づ
き
の
祭
と
な
る
。
二
日
間
の
祭
の
お
よ
そ
の
順
序

は

表

5
に
示
す
通
り
で
あ
る
。
以
下
の
観
察
記
録
は
一
九
八
一
年
の
観
察
記
録

を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
巻
末
の
写
真
参
照
）
。

　
春
の
例
祭
の
準
備
は
四
月
ニ
ハ
日
午
後
三
時
頃
の
宵
宮
の
準
備
か
ら
始
ま

る
。
ま
ず
日
吉
神
社
の
入
口
の
勧
請
縄
の
そ
ば
に
鉦
（
四
個
）
と
太
鼓
（
一
個
）

が

若
連
中
（
若
者
組
）
の
手
に
ょ
っ
て
備
え
つ
け
ら
れ
る
。
例
大
祭
に
お
い
て

若
連
中
は
何
ら
公
的
な
役
割
は
果
た
さ
な
い
が
、
会
所
に
集
っ
て
徹
夜
で
焚
火

を

し
、
時
に
は
子
供
た
ち
に
ま
じ
っ
て
鉦
や
太
鼓
を
打
つ
。
三
時
す
ぎ
新
座
・
禰

宜
・
神
主
が
神
社
に
集
っ
て
、
本
社
の
右
側
の
神
明
社
の
前
で
神
明
祭
の
準
備

に

と
り
か
か
る
。
神
明
社
は
平
木
と
い
う
水
田
に
近
い
場
所
に
祀
ら
れ
て
い
た

も
の
を
一
〇
年
程
前
に
境
内
に
移
し
た
も
の
で
あ
る
。
準
備
は
神
主
が
中
心
と
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な
っ
て
コ
モ
を
敷
き
、
湯
立
神
楽
に
使
う
釜
と
水
、
太
鼓
お
よ
び
各
種
の
供
物
を

用
意
す

る
。
供
物
は
御
神
酒
・
洗
米
・
水
・
塩
の
四
つ
で
、
三
方
の
上
に
載
せ

ら
れ
る
。
湯
立
神
楽
で
用
い
る
榊
と
笹
は
禰
宜
が
準
備
す
る
と
定
め
ら
れ
て
い

る
。
湯
立
の
釜
の
火
は
神
主
が
社
務
所
に
置
か
れ
て
い
る
火
打
石
で
つ
け
る
。

灯
明
を
は
じ
め
と
し
て
神
社
の
火
は
す
べ
て
こ
の
火
打
石
で
つ
け
ら
れ
る
。
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

時
半
前
に
近
隣
の
鯨
江
か
ら
市
女
が
到
着
し
、
神
主
も
白
い
正
装
を
ま
と
っ
て

準

備
は
完
了
す
る
。
四
時
す
ぎ
か
ら
神
明
祭
が
始
ま
る
。
参
加
す
る
の
は
神

主
・
禰
宜
・
新
座
・
市
女
の
四
人
だ
け
で
村
人
は
一
人
も
来
な
い
。
し
か
も
新

座
は
脇
に
控
え
る
だ
け
な
の
で
実
際
に
は
三
人
だ
け
で
と
り
行
な
わ
れ
る
。
神

明
社
の
正
面
に
市
女
が
す
わ
り
、
そ
の
隣
に
神
主
・
禰
宜
と
着
座
す
る
。
神
明

祭
の
中
心
は
市
女
の
行
な
う
湯
立
神
楽
で
あ
り
、
岩
戸
開
き
、
御
幣
の
舞
、
笹

の
舞
、
湯
矛
、
湯
笹
か
ら
な
っ
て
い
る
。
禰
宜
は
こ
の
祭
で
は
太
鼓
を
た
た
く
役

で
あ
る
。
ま
ず
一
同
が
神
明
社
を
拝
ん
だ
あ
と
、
市
女
が
神
楽
を
舞
い
塩
と
米

を

ま
く
。
つ
ぎ
に
水
を
釜
の
中
に
入
れ
て
、
湯
を
ひ
し
ゃ
く
で
と
っ
て
神
明
社

に
供

え
る
。
こ
れ
が
終
る
と
御
幣
を
釜
の
中
に
入
れ
、
ま
た
笹
で
釜
の
中
の
湯

を

か
き
混
ぜ
て
、
あ
た
り
に
湯
水
を
撒
く
。
そ
し
て
最
後
に
ふ
た
た
び
一
同
が

神
明
社
を
拝
む
。
こ
う
し
て
約
三
〇
分
で
神
明
社
の
前
で
の
祭
は
終
了
す
る
。

市
女
に

よ
れ
ば
神
明
祭
は
五
穀
豊
穣
、
家
内
安
全
を
祈
願
す
る
祭
だ
と
い
う
。

　
神
明
祭
の
跡
か
た
づ
け
は
新
座
と
禰
宜
が
行
な
い
、
神
主
は
灯
明
枡
を
も
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

て
本
社

と
春
日
社
の
四
ヵ
所
の
灯
明
を
つ
け
る
。
こ
れ
は
宵
宮
祭
の
開
始
を
意

味
す

る
灯
明
で
あ
る
。
春
の
例
大
祭
の
灯
明
は
一
六
日
（
宵
宮
）
か
ら
一
八
日

（後
宴
）
ま
で
の
三
日
間
に
わ
た
っ
て
あ
げ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
四
時
半

か

ら
約
一
〇
分
間
に
わ
た
っ
て
拝
殿
で
宵
宮
祭
が
行
な
わ
れ
る
。
こ
の
宵
宮
祭

に
参
加
す

る
の
も
先
の
神
明
祭
に
参
加
し
た
四
人
で
あ
る
。
宵
宮
祭
で
は
市
女

の

舞
う
宵
宮
神
楽
が
中
心
で
あ
る
。
こ
こ
で
舞
わ
れ
る
神
楽
は
近
江
の
里
神
楽

系
統
の
神
楽
で
太
々
神
楽
舞
と
よ
ば
れ
る
。
こ
の
神
楽
は
全
部
で
一
四
段
か
ら

成
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
舞
わ
れ
る
の
は
岩
戸
開
き
、
榊
、
御
幣
の
始
め
の
三

段
の
み

で

あ
る
。
神
楽
の
あ
と
神
主
と
禰
宜
が
拝
礼
し
て
宵
宮
祭
は
終
了
す

る
。
次
に
神
主
は
宵
宮
終
了
後
、
す
で
に
灯
明
を
あ
げ
た
本
社
・
春
日
社
以
外

の

主
要

な
境
内
末
社
（
愛
宕
大
明
神
、
津
島
神
社
な
ど
）
や
常
夜
灯
の
す
べ
て

に
灯
明
を
あ
げ
る
。
こ
の
頃
よ
り
境
内
で
は
若
連
中
が
夜
ど
お
し
の
焚
火
を
始

め
、
鉦
や
太
鼓
を
打
っ
て
祭
の
雰
囲
気
が
徐
々
に
盛
り
あ
が
る
。

　
宵
宮
の
一
六
日
、
青
山
の
各
家
で
は
ヨ
ミ
ヤ
ダ
ン
ゴ
（
ヨ
モ
ギ
の
葉
を
入
れ

た
餅
）
を
つ
く
り
、
床
の
間
や
仏
前
に
供
え
た
の
ち
、
近
隣
の
シ
ン
ル
イ
の
家

に

持
っ
て
行
き
「
ま
つ
り
に
来
て
下
さ
い
」
と
シ
ン
ル
イ
を
招
く
。
ま
た
夜
九

時
頃
に

な
る
と
各
家
の
男
が
ミ
キ
ス
を
持
っ
て
日
吉
神
社
に
詣
る
、
こ
れ
を
ヨ

ミ
ヤ
マ
イ
リ
と
よ
ん
で
い
る
。
ヨ
ミ
ヤ
マ
イ
リ
は
各
家
そ
れ
ぞ
れ
に
行
な
わ
れ

る
の
で
、
村
人
が
一
堂
に
会
す
る
こ
と
は
な
い
。

　
神
主
の
家

で
は

こ
の
晩
か
ら
御
供
づ
く
り
が
本
格
的
に
始
ま
る
。
御
供
の
準

備
は
す
で

に
一
四
日
の
朝
か
ら
と
り
か
か
る
。
神
田
で
と
れ
た
梗
米
四
升
五
合
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を
一
四
日
朝
に
洗
い
、
つ
け
て
お
く
の
で
あ
る
。
御
供
は
一
升
五
合
ず
2
二
日

蒸
す
。
一
六
日
夜
七
時
頃
か
ら
蒸
し
始
め
る
。
蒸
す
の
は
神
主
の
家
の
台
所
の

釜
で

あ
る
。
日
常
使
っ
て
い
る
ク
ド
は
こ
の
時
に
は
使
わ
な
い
。
一
一
時
頃
禰

宜

と
古
神
主
（
昨
年
神
主
を
つ
と
め
た
宮
衆
、
氏
子
総
代
）
が
神
主
の
家
に
集

ま
り
、
一
二
時
頃
か
ら
三
人
で
蒸
し
た
米
を
一
日
ず
つ
水
洗
い
し
て
、
ふ
た
た

び

カ
マ
ド
に
か
け
て
蒸
す
。
こ
の
作
業
は
三
〇
分
程
で
終
わ
る
。
午
前
一
時
頃

に

な
る
と
神
主
は
ひ
と
り
で
小
餅
を
神
社
に
奉
納
す
る
。
こ
の
時
に
は
本
社
を

は

じ
め
と
し
て
、
一
重
ね
一
合
の
小
餅
が
二
三
重
神
社
に
供
え
ら
れ
る
。
ま
た

一
七

日
の
例
大
祭
に
は
こ
の
ほ
か
に
本
社
と
春
日
社
に
は
一
升
の
重
ね
餅
を
供

え
る
。
餅
は
一
四
日
頃
に
洗
っ
て
、
一
五
日
に
神
主
の
家
で
つ
く
。
こ
の
時
使

う
米
も
神
田
か
ら
と
れ
た
米
で
あ
る
。
神
主
の
家
に
は
ま
た
神
田
か
ら
と
れ
た

米
の
初
穂
が
天
井
か
ら
吊
る
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
供
物
と
し
て
一
七
日
に
供

え
ら
れ
る
。
神
主
は
小
餅
を
飯
台
に
入
れ
て
、
神
社
に
行
き
、
本
社
か
ら
順
々

に
末
社
に
至
る
ま
で
小
餅
を
供
え
る
。
供
え
お
わ
る
と
そ
れ
ぞ
れ
に
参
拝
し
、

た
だ
ち

に
小
餅
を
下
げ
て
社
務
所
に
お
さ
め
る
。
こ
の
時
小
餅
を
供
え
る
順
序

は

特
別
の
順
序
で
は
な
く
、
お
よ
そ
各
神
社
の
配
置
順
に
従
っ
て
い
る
。
小
餅

の

奉
納
は

二
時
頃
に
は
終
了
し
、
神
主
は
家
に
も
ど
っ
て
し
ば
ら
く
休
む
。

　
午
前
三
時
頃
に
な
る
と
、
米
が
蒸
し
あ
が
り
、
い
よ
い
よ
ゴ
ク
イ
レ
が
始
ま

る
。
ゴ
ク
イ
レ
は
蒸
し
た
米
を
熱
い
う
ち
に
竹
製
の
ミ
ー
で
何
度
も
こ
ね
て
固

め

て
、
飯
台
に
納
め
る
こ
と
で
あ
る
。
タ
ケ
ミ
ー
を
使
っ
て
米
を
固
め
る
作
業

は

力
の
い
る
仕
事
で
神
主
・
禰
宜
・
古
神
主
が
何
度
も
交
代
し
て
作
業
を
す
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る
。
飯
台
は
本
社
用
と
春
日
社
用
の
二
つ
が
あ
り
、
春
日
社
用
は
や
や
小
さ
　
3

い
。
こ
れ
は
供
え
る
御
供
の
数
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
飯
台
に
お
さ
め
る
と

上
に
ビ

ニ

ー
ル
を
か
け
、
さ
ら
に
菰
で
蓋
を
す
る
。
最
後
に
二
つ
の
飯
台
に
天

秤
棒
を

つ
け
て

約
三
〇
分
で
ゴ
ク
イ
レ
は
終
了
す
る
。
こ
の
あ
と
神
主
・
禰

宜
・
古
神
主
の
三
人
で
朝
食
を
食
べ
る
。
四
時
半
を
ま
わ
っ
た
頃
、
御
供
は
禰

宜
に
ょ
っ
て
神
社
拝
殿
の
御
供
所
ま
で
運
ば
れ
る
。

　
午
前
四
時
半
頃
か
ら
社
務
所
に
は
ゴ
ク
モ
リ
を
担
当
す
る
宮
衆
が
集
り
始
め

る
。
宮
衆
た
ち
は
平
服
で
や
っ
て
き
て
、
社
務
所
で
袴
・
峠
を
つ
け
た
正
装
に

着
替
え
る
。
こ
の
間
は
社
務
所
の
囲
炉
裏
の
ま
わ
り
に
集
っ
て
雑
談
に
ふ
け

る
。
新
座
は
こ
う
し
た
時
に
茶
を
出
す
。
囲
炉
裏
の
ま
わ
り
に
座
る
席
は
厳
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
一
番
上
座
に
神
主
と
禰
宜
、
そ
の
脇
に
年
長
が
座
る
（
図

4
参
照
）
。
こ
の
三
人
が
上
座
で
あ
る
。
あ
と
は
ほ
ぼ
年
長
順
に
着
座
す
る
。

新
座
は
最
も
末
の
席
で
あ
る
。
神
主
の
妻
は
御
供
所
で
待
機
す
る
。
こ
う
し
た

時
、
か
つ
て
は
神
主
の
妻
は
嫁
入
り
衣
裳
を
ま
と
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
現
在

は

黒
地
の
正
装
で
済
ま
せ
る
。
宮
衆
の
一
〇
人
と
神
主
の
妻
が
揃
う
と
神
主
と

禰
宜
が
ゴ

ク
モ
リ
の
お
願
い
の
挨
拶
を
し
、
宮
衆
は
社
務
所
を
出
て
手
水
所
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

清
め
た
の
ち
、
御
供
所
の
所
定
の
位
置
に
つ
く
（
図
5
参
照
）
。
こ
の
時
神
主
は

本

社
の
本
殿
で
、
ま
た
禰
宜
は
春
日
社
の
本
殿
で
御
供
の
完
成
を
待
つ
。
ゴ
ク

モ

リ
は
宮
衆
の
分
業
で
行
な
わ
れ
る
。
ま
ず
神
主
の
妻
が
飯
台
か
ら
一
膳
ず
つ
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の

米
を

よ
そ
っ
て
、
前
に

い

る
年
長
に
渡
す
。
年
長

は
手
で
形
を

整

え
て
か

ら
、
後
ろ
に
座
っ
て
い
る

宮

衆
（
年
長
順
で
四
番

目
）
に
渡
す
。
神
主
の
妻

と
年
長
は
御
供
に
息
が
か

か
ら
な
い
よ
う
に
口
を
手

拭
で
お
お
っ
て
い
る
。
年

長
か
ら
御
供
を
受
け
と
っ

た
宮
衆
は
こ
れ
に
藁
を
巻

き
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
三

番
、
二
番
の
宮
衆
が
藁
を

巻
い
て
御
供
は
完
成
す

る
。
一
方
五
番
、
六
番
の

宮
衆
と
新
座
は
ス
ル
メ
を

巻
く
仕
事
を
す
る
。
御
供

は

ま
ず
本
社
の
御
供
二

八
膳
）
か
ら
つ
く
り
始
め

次
に
春

日
の
御
供
（
五

膳
）
を
っ
く
る
。
用
意
し
た
米
が
あ
ま
れ
ば
、
神
主
の
妻
が
小
さ
く
に
ぎ
っ
て

お
に
ぎ
り
の
よ
う
に
つ
く
っ
て
お
く
。
こ
れ
は
宮
衆
の
直
会
用
で
あ
る
。
こ
う

し
て
全
部
の
御
供
が
で
き
あ
が
る
と
、
御
供
・
ス
ル
メ
・
箸
な
ど
を
一
膳
ず
つ

台
に
の
せ
て
本
社
・
春
日
社
お
よ
び
境
内
の
末
社
に
宮
衆
全
員
で
供
え
る
。
御

供
を

供

え
た
あ
と
、
宮
衆
は
神
主
を
中
心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
と
禰
宜
を
中
心
と

す

る
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
、
本
社
・
春
日
社
を
始
め
と
し
て
境
内
の
各
社
に

お
詣

り
す
る
。
こ
の
と
き
神
主
と
禰
宜
は
長
い
棒
に
御
幣
を
っ
け
た
も
の
を
持

っ

て

拝
む
。
そ
の
他
の
宮
衆
は
扇
を
や
や
広
げ
て
お
詣
り
す
る
。
二
つ
の
グ
ル

ー
プ
は
何
度
か
別
々
に
参
拝
し
た
あ
と
、
最
後
に
揃
っ
て
ふ
た
た
び
本
社
を
参

拝
す

る
。
こ
れ
で
御
供
盛
は
終
了
す
る
。

　
午
前
六
時

頃
に
な
る
と
市
女
が
来
て
、
宮
衆
一
〇
人
が
拝
殿
に
着
座
し
て
朝

神
楽
が
始
ま
る
。
神
楽
は
前
日
の
宵
宮
神
楽
と
同
じ
太
々
神
楽
で
あ
っ
て
、
し

か

も
岩
戸
開
き
、
榊
・
御
幣
の
三
段
の
舞
い
で
あ
る
こ
と
も
全
く
同
じ
で
あ

る
。
神
楽
の
あ
と
宮
衆
全
員
が
本
社
の
方
向
に
向
っ
て
拝
礼
し
て
朝
神
楽
は
終

　
　
（
1
6
）

了
す
る
。
朝
神
楽
の
あ
と
は
御
供
を
す
べ
て
お
ろ
し
て
、
御
供
所
で
宮
衆
一
〇

人
に

よ
る
直
会
が
行
な
わ
れ
る
。
こ
の
時
御
神
酒
を
飲
み
御
供
を
食
べ
る
。
こ

の

直
会
も
一
〇
分
程
で
終
了
す
る
。
次
に
宮
衆
は
社
務
所
に
も
ど
り
神
主
が
全

員
の
前
で
、
「
春
祭
の
御
供
無
事
あ
が
り
ま
し
た
。
こ
れ
も
年
長
さ
ん
を
始
め
、

み

な
さ
ん
の
お
か
げ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
挨
拶
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3

す

る
と
、
一
同
が
こ
れ
に
こ
た
え
て
、
「
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
っ
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図6　春祭拝殿座順

　
　
《

て

朝
の
行
事
は
す
べ
て
終
了
す
る
。
宮
衆
は
着
替
え
た
あ
と
、
囲
炉
裏
の
ま
わ

り
に
集
っ
て
し
ば
し
雑
談
に
ふ
け
る
。

　
日
吉
神
社
の
例
大
祭
は
午
後
一
時
か
ら
神
社
祭
式
に
も
と
つ
い
て
行
な
わ
れ

る
。
こ
の
時
宮
衆
一
〇
人
の
ほ
か
妹
か
ら
の
神
官
と
鯨
江
の
市
女
が
加
わ
る
。

青

山
の
村
人
は
ほ
と
ん
ど
参
加
し
な
い
が
、
酒
・
パ
ン
・
即
席
ラ
ー
メ
ン
．
菓

子

な
ど
の
供
物
を
供
え
る
。
こ
れ
を
と
と
の
え
る
の
は
新
座
の
役
割
で
あ
る
。

図
6
に
示
す
よ
う
に
全
員
が
拝
殿
に
着
座
し
た
の
ち
、
ま
ず
神
官
が
拝
殿
．
社

務
所
・
宮
衆
の
順
に
お
祓
い
を
す
る
。
そ
の
の
ち
供
物
を
宮
衆
全
員
の
手
で
本

殿
に
供

え
る
。
本
社
に
は
三
方
に
入
れ
た
供
物
が
五
つ
、
春
日
社
は
三
つ
で
あ

る
。
供
物
は
酒
・
餅
・
初
穂
・
リ
ン
ゴ
・
ダ
イ
コ
ン
・
鮒
・
菓
子
・
パ
ン
な
ど

で

あ
る
。
供
物
を
供
え
た
あ
と
本
殿
で
神
官
が
祝
詞
を
奏
上
し
、
つ
づ
い
て
市

女
が

拝
殿
で
湯
立
て

神
楽
を
舞
う
。
拝
殿
で
は
火
を
つ
け
な
い
が
釜
が
用
意
さ

れ
、
紙
片
が
湯
の
か
わ
り
に
撒
か
れ
る
。
一
時
五
〇
分
ぐ
ら
い
か
ら
、
今
度
は

市
女
が

拝
殿
か

ら
外
に
出
て
本
殿
と
の
間
に
つ
く
ら
れ
た
三
つ
の
カ
マ
の
前
で

　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

湯
立
神
楽
を

舞

う
。
三
つ
の
釜
に
は
火
が
つ
け
ら
れ
、
湯
が
わ
き
た
っ
て
い

る
。
市
女
は
前
日
の
神
明
祭
の
湯
立
て
神
楽
と
同
様
に
湯
の
中
に
笹
を
入
れ

て
、
湯
水
を
あ
た
り
に
撒
く
、
三
つ
の
釜
で
全
く
同
じ
所
作
を
す
る
。
湯
立
神

楽
が
終
わ

る
と
、
拝
殿
で
神
官
が
玉
串
を
奉
貧
し
、
そ
の
あ
と
、
区
長
・
区
長

代

理
・
神
主
・
禰
宜
・
氏
子
総
代
・
そ
の
他
の
宮
衆
の
順
序
で
玉
串
を
納
め

る
。
こ
の
あ
と
供
物
を
下
げ
、
全
員
が
拝
殿
か
ら
本
殿
に
拝
礼
し
て
例
大
祭
は

終
了
す
る
。
こ
の
よ
う
に
例
大
祭
は
全
く
神
社
祭
式
に
沿
っ
て
行
な
わ
れ
る
。

一
九

八
一
年
の
例
大
祭
は
午
後
二
時
半
に
は
す
べ
て
の
儀
礼
が
終
了
し
た
。
こ

の

例
大
祭
の
最
中
に
村
人
が
少
し
ず
つ
神
社
に
や
っ
て
く
る
が
、
老
人
や
女

性
・
子
供
が
多
く
、
男
は
ほ
と
ん
ど
参
加
し
な
い
。
例
大
祭
終
了
後
神
社
に
来

た

村
人
に
対

し
て
宮
衆
は
供
物
を
分
け
る
。
そ
の
あ
と
村
人
た
ち
は
本
殿
ま
で

あ
が
っ
て
参
拝
し
て
帰
る
。

　

こ
れ
ま
で
一
九
八
一
年
の
観
察
を
主
体
と
し
て
日
吉
神
社
の
春
祭
の
儀
礼
を

記
述

し
て
き
た
が
、
こ
の
儀
礼
過
程
を
分
析
す
る
と
い
く
つ
か
の
特
徴
を
指
摘

す

る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
は
儀
礼
の
う
ち
神
主
が
中
心
と
な
っ
て
、
主
と
し

て

宮
衆
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
儀
礼
と
、
こ
れ
に
区
長
・
神
官
な
ど
が
加
わ
っ

324
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て

主

と
し
て
神
官
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
儀
礼
と
に
区
分
さ
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
宵
宮
か
ら
一
七
日
早
朝
の
御
供
盛
に
至
る
儀
礼
は
前
者
で
あ
り
、
こ
の
儀

礼
に

は
小
餅
供

え
や
御
供
づ
く
り
、
あ
る
い
は
御
供
の
形
な
ど
に
お
い
て
青
山

独
自
の
伝
統
的
要
素
が
濃
厚
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
一
七
日
午
後
の
例
大
祭

は
神
官
主
導
に
よ
り
、
全
面
的
に
神
社
祭
式
に
沿
っ
て
行
な
わ
れ
る
儀
礼
で
あ

っ

て
、
何
ら
青
山
の
独
自
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
こ
う
し
た
区
分
を
す

る
場
合
、
市
女
が
行
な
う
神
楽
の
位
置
は
微
妙
で
あ
る
。
近
江
の
宮
座
祭
祀
に

お

け
る
伝
統
的
儀
礼
と
外
来
的
儀
礼
の
複
合
は
、
御
上
神
社
（
野
洲
町
）
の
秋

祭
な
ど
に
も
さ
ら
に
複
雑
な
形
で
認
め
ら
れ
る
か
ら
（
上
野
和
男
　
一
九
八

〇
）
、
　
こ
う
し
た
事
実
は
こ
の
地
域
に
か
な
り
一
般
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
第

二
は
春
の
例
大
祭
に
村
人
の
参
加
が
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

村
人
は

宵
宮
に
ミ
キ
ス
を
も
っ
て
神
社
に
参
拝
し
、
当
日
は
菓
子
．
酒
な
ど

の

供
物
を

供

え
る
程
度
で
あ
っ
て
、
春
祭
の
期
間
中
神
社
に
は
少
数
の
老
人
．

女
性
を
の
ぞ

い
て

ほ

と
ん
ど
の
村
人
は
来
な
い
。
こ
の
こ
と
は
青
山
の
例
大
祭

が
、
村
人
の
多
く
が
参
加
す
る
に
ぎ
や
か
な
祭
で
は
な
く
て
、
宮
衆
の
一
〇
人

が

村
人
を
代
表

し
て
静
か
に
神
を
祀
る
祭
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
九

八
五
年
に
は
こ
の
例
大
祭
の
当
日
、
農
作
業
に
従
事
し
て
い
る
村
人
も
あ
っ

た
。
第
三
は
、
大
正
九
年
、
昭
和
一
六
年
の
年
中
行
事
録
お
よ
び
資
料
に
掲
げ

た

「
宮
之
行

事
」
の
記
述
と
比
較
す
る
限
り
に
お
い
て
、
こ
の
祭
が
現
在
ま
で

ほ

と
ん
ど
変
化
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
祭
の
過
去
の
観
察
記
録
が
残

っ

て

い

な
い
の
が
残
念
で
あ
る
が
、
極
め
て
安
定
的
で
変
化
が
少
な
い
と
い
え

よ
う
。
こ
の
こ
と
は
春
祭
の
み
な
ら
ず
日
吉
神
社
の
行
事
全
体
に
つ
い
て
も
い

い
う
る
こ
と
で
あ
る
。

四
、
宮
座
と
村
落
社
会
構
造

　

こ
れ
ま
で
青
山
の
宮
座
の
構
造
と
儀
礼
に
つ
い
て
分
析
を
す
す
め
て
き
た

が
、
こ
れ
ら
は
青
山
の
村
落
社
会
構
造
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら

れ

る
。
そ
こ
で
次
に
宮
座
と
村
落
社
会
構
造
と
関
連
に
つ
い
て
考
察
を
す
す
め

て

い

き
た
い
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
講
集
団
・
子
供
組
・
若
連
中
な
ど

の

年
齢
集
団
、
家
族
・
親
族
組
織
お
よ
び
村
落
組
織
で
あ
り
、
焦
点
は
宮
座
組

織
の
中
に
見
ら
れ
た
当
屋
制
と
年
齢
階
梯
制
の
一
般
性
と
宮
座
の
基
礎
的
単
位

と
し
て
の
家
の
問
題
で
あ
る
。

　
ま
ず
青
山
の
村
落
組
織
の
特
徴
の
ひ
と
つ
と
し
て
講
集
団
の
発
達
を
指
摘
で

き
る
。
現
在
青
山
に
は
愛
宕
講
（
二
）
、
神
明
講
（
二
）
、
日
待
講
（
三
）
、
行

者
講

（
一
）、

小
路

日
待
（
四
）
の
一
二
の
講
が
組
織
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う

ち

愛
宕

講
・
神
明
講
（
伊
勢
講
と
も
よ
ば
れ
る
）
は
い
わ
ゆ
る
代
参
講
で
あ

り
、
年
頭
に
宮
衆
の
神
主
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
代
参
者
二
人
が
京
都
の
愛
宕
神

社
や
伊
勢
神
宮
に
代
参
す
る
と
と
も
に
、
年
二
回
米
持
参
で
講
寄
合
を
開
催
し
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て

い

る
。
こ
の
代
参
も
講
寄
合
も
講
員
間
を
巡
回
し
て
当
番
制
で
行
な
わ
れ
て
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い

る
点
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
神
明
講
で
は
六
年
に
一
回
代
参
が
ま
わ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

く
る
と
い
う
。
講
寄
合
を
行
な
う
講
宿
は
「
愛
知
川
こ
ぐ
ち
」
と
呼
ば
れ
る
順

序
で
各
家
を
ま
わ
る
。
こ
れ
は
愛
知
川
の
上
流
か
ら
下
流
方
向
に
向
か
う
家
の

順
序
、
す
な
わ
ち
青
山
の
東
の
家
か
ら
西
の
字
へ
と
並
び
順
で
行
く
順
序
で
あ

る
。
青
山
で
は
こ
の
「
愛
知
川
こ
ぐ
ち
」
は
こ
の
ほ
か
の
講
や
村
の
連
絡
係

（
ア

ル

キ
）
の
順
序
と
し
て
も
採
用
さ
れ
て
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
に
お
け

る
家
順
の
決
定
方
法
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
愛
知
川
こ
ぐ
ち
に
貫
か
れ
て
い
る

原
理
は
対
等
性
の
原
理
で
あ
り
、
宮
座
や
講
組
織
の
当
屋
制
と
構
造
的
に
共
通

し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
対
等
性
原
理
は
青
山
の
区
と
し
て
の
財
政
シ
ス
テ

ム

に

も
貫
徹
さ
れ
て
い
る
。
青
山
区
の
財
政
は
一
般
会
計
と
そ
の
他
の
会
計

（水
利
組
合
会
計
、
サ
ブ
セ
ン
タ
ー
会
計
な
ど
）
か
ら
な
っ
て
お
り
、
ま
た
一

般
会
計
は

さ
ら
に
協
議
費
と
年
貢
手
当
（
寺
と
宮
の
人
件
費
、
代
参
講
の
代
参

費
用
な
ど
）
に
分
か
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
区
財
政
の
中
心
を
な
す
の
は
、
区

費
に
該
当
す
る
協
議
費
で
あ
る
。
こ
こ
で
対
等
性
原
理
と
の
関
連
で
問
題
と
な

る
の
は
こ
の
協
議
費
の
徴
収
方
法
で
あ
る
。
青
山
で
は
協
議
費
は
所
得
割
四
、

固
定
資
産
割
三
、
均
等
割
（
頭
割
）
三
の
比
率
で
各
家
か
ら
徴
収
さ
れ
る
。
各

家
に
は
資
産
や
所
得
に
応
じ
て
本
数
が
定
め
ら
れ
、
そ
の
本
数
に
よ
っ
て
各
家

の
協
議
費
の
額
が
決
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
各
家
は
そ
の
時
々
の
所
得
や
資
産

に
応

じ
て
協
議
費
を
支
払
う
の
で
あ
る
。
こ
の
本
数
は
毎
年
一
二
月
二
〇
日

（宮
衆
の

会
計
決
算
で
あ
る
帳
〆
の
翌
日
）
の
テ
ン
マ
（
伝
馬
）
と
よ
ば
れ
る

区
の
決
算
の
日
に
区
の
役
員
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
あ
る
家
で
は

頭
割
六
四
本
、
資
産
割
九
三
本
、
所
得
割
九
七
本
、
計
二
五
四
本
で
協
議
費
は
　
3

八
八
九
円
（
昭
和
三
八
年
）
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
本
数
は
年
に
ょ
っ
て
変
動

が

あ
る
。
つ
ま
り
家
々
の
経
済
状
態
の
変
動
を
前
提
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の

で

あ
る
。
こ
れ
は
各
家
の
協
議
費
負
担
の
実
質
的
平
等
を
は
か
る
シ
ス
テ
ム
で

あ
り
、
こ
の
原
理
は
宮
衆
の
財
政
に
お
け
る
各
戸
か
ら
の
御
供
米
の
徴
収
方
法

と
同
一
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
青
山
に
お
い
て
は
宮
衆
と
区
の
両
方
の
財
政
シ

ス

テ

ム

に
実
質
的
平
等
の
原
理
が
貫
徹
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
点
に
お

い
て

も
宮
座
組
織
と
村
落
組
織
と
の
原
理
的
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
。

　
青
山
の
宮
衆
組
織
に
み
ら
れ
る
年
齢
階
梯
制
と
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
の
は

子
供
組
・
若
連
中
な
ど
の
年
齢
集
団
組
織
で
あ
る
。
青
山
に
は
年
齢
集
団
が
極

め
て

よ
く
発
達
し
、
現
在
で
も
そ
の
組
織
が
強
く
維
持
さ
れ
て
い
る
。
青
山
に

お
け

る
年
齢
集
団
組
織
の
全
体
は
す
で
に
図
2
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
。
子
供

組
は

こ
の
全
体
の
最
も
下
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
年
齢
集
団
で
あ
っ
て
、
八
歳
か

ら
一
四
歳
ま
で
の
年
齢
の
男
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
集
団
で
あ
る
。
子
供
組
は

い

わ
ば
一
時
的
な
集
団
で
あ
り
、
ウ
ザ
イ
ウ
ザ
イ
（
七
月
）
、
オ
シ
ョ
ラ
イ
迎
え

（
八
月
）
、
ド
ン
ド
（
一
月
）
な
ど
の
村
の
行
事
の
際
に
機
能
す
る
。
固
定
的
な

組
織
は
も
た
な
い
か
ら
、
内
部
の
年
齢
序
列
も
明
確
で
な
い
。
子
供
組
を
終
っ

た

あ
と
一
五
歳
に
な
る
と
若
連
中
に
加
入
す
る
。
若
連
中
は
一
五
歳
か
ら
四
〇

歳

ま
で
の
男
子
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
青
山
の
伝
統
的
な
年
齢
集
団
で
あ
る
。
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若
連
中
は
近
代
以
前
か
ら
青
山
に
存
在
し
た
年
齢
集
団
で
あ
る
が
、
明
治
七
年

に
形
の

上
で
は

解
体
さ
れ
、
「
防
禦
者
」
と
よ
ぶ
新
し
い
年
齢
集
団
が
組
織
さ

れ
た

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
実
質
的
に
は
若
連
中
は
防
禦
者
と
名
を
か

え
て
今
日
ま
で
存
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
防
禦
者
」
と
い
う
名
称
は
愛
知

川
の
洪
水
そ
の
他
の
自
然
的
あ
る
い
は
社
会
的
外
敵
か
ら
村
を
防
禦
す
る
た
め

に

名
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
実
際
に
若
連
中
は
愛
知
川
の
氾
濫
を
防
止
す

る
ば
か
り
で
な
く
、
青
山
全
体
の
山
の
管
理
や
稲
盗
人
を
防
ぐ
た
め
の
稲
番
を

組
織
し
た
り
し
て
い
る
。
山
の
管
理
は
青
山
全
体
の
所
有
す
る
山
・
宮
山
の
み

な
ら
ず
個
人
の
山
に
ま
で
及
び
若
連
中
は
こ
の
点
に
つ
い
て
強
い
権
限
を
も
っ

て

い

た
。
若
連
中
へ
の
加
入
は
一
月
一
五
日
の
元
服
と
よ
ば
れ
る
入
団
式
を
経

て

行

な
わ
れ
、
加
入
資
格
を
と
く
に
長
男
に
限
定
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
が
、

年
齢
の
上
昇
に
と
も
な
っ
て
各
家
の
相
続
者
に
限
定
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ

っ

た
。
若
連
中
の
内
部
は
新
座
（
一
五
歳
）
、
中
老
（
二
五
－
三
五
歳
）
、
小
頭

（
三
九
歳
）
、
頭
（
四
〇
歳
）
に
区
分
さ
れ
て
お
り
、
年
齢
に
ょ
る
上
下
関
係
は

大
正

二
年
の
掟
に
「
上
級
ノ
者
ノ
命
ハ
直
二
服
従
ス
ヘ
キ
事
」
と
あ
る
よ
う

に
極
め
て
厳
格
で
あ
る
。
こ
の
厳
し
い
上
下
関
係
は
現
在
で
も
続
い
て
お
り
、

若
連
中
の
役
割
の
ひ
と
つ
で
あ
る
盆
踊
り
大
会
の
準
備
な
ど
に
お
い
て
は
、
頭

の

指
揮
に
従
っ
て
規
律
あ
る
行
動
が
と
ら
れ
る
。
こ
の
若
連
中
を
脱
退
す
る
と

約
一
〇
年
前
後
の
あ
い
だ
（
そ
の
時
々
の
状
況
に
よ
っ
て
宮
衆
へ
の
加
入
の
年

齢

は
一
定
で
な
い
）
を
お
い
て
宮
衆
に
加
入
し
、
宮
衆
を
脱
退
し
た
の
ち
は
寺

世
話
に
入

る
。
若
連
中
・
宮
衆
・
寺
世
話
に
加
入
し
た
一
年
目
は
い
ず
れ
も
新

座

と
よ
ぼ
れ
て
お
り
、
村
人
の
話
に
よ
れ
ば
青
山
の
男
は
一
生
に
三
度
新
座
を

経
験

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
子
供
組
・
若
連
中
・
寺
世

話
に
は
宮
衆
と
同
じ
強
い
年
齢
階
梯
的
原
理
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
青

山
に
お
け
る
こ
う
し
た
年
齢
集
団
の
発
達
は
、
青
山
の
宮
衆
を
年
齢
階
梯

制
原

理
に

よ
っ
て
組
織
化
す
る
こ
と
に
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ

る
。
こ
の
点
を
よ
り
一
般
的
に
い
え
ば
、
子
供
組
・
若
連
中
な
ど
の
年
齢
集

団
が
発
達
し
て
い
る
村
落
に
お
い
て
は
、
宮
座
組
織
に
年
齢
階
梯
制
的
要
素
が

濃
厚
に
見
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
年
齢
集
団
の
発
達
し
て
い
な
い
村
落
に
お
い

て

は
、
宮
座
は
年
齢
階
梯
制
以
外
の
原
理
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
る
傾
向
が
強
い

と
い
う
対
応
関
係
で
あ
る
。
こ
の
点
を
こ
れ
ま
で
調
査
を
試
み
た
近
畿
地
方
の

い

く
つ
か
の
村
落
の
事
例
で
検
討
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
青
山
の
隣
の
小
倉
の
宮

座
は
東
西
二
座
か
ら
な
り
、
一
〇
人
で
構
成
さ
れ
る
宮
衆
に
そ
れ
ぞ
れ
年
齢
順

に
加
入
す

る
。
小
倉
に
は
六
、
七
歳
か
ら
一
二
歳
ぐ
ら
い
の
間
に
座
入
の
儀
礼

と
し
て
、
ミ
ヤ
ノ
ト
ウ
（
宮
の
当
）
が
あ
り
、
こ
の
座
入
り
の
順
序
に
従
っ
て
五
〇

歳
前
後
に
宮
衆
に
加
入
す
る
。
宮
衆
に
入
っ
て
九
年
目
に
神
主
を
務
め
る
。
こ

の
小
倉
に
は
年
齢
集
団
組
織
と
し
て
子
供
組
・
ワ
カ
イ
シ
ュ
ウ
（
若
連
中
）
が
発

達
し
て
い
る
。
子
供
組
は
八
歳
か
ら
一
四
歳
ま
で
の
子
供
（
男
）
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
、
八
歳
の
入
り
た
て
は
ス
ワ
、
九
歳
の
者
は
ス
ワ
ッ
パ
、
二
二
歳
は
カ
ッ
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パ
、

最
年
長
の

一
四

歳
は
カ
シ
ラ
と
よ
ば
れ
る
。
青
山
と
同
じ
よ
う
に
子
供
組
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は
盆
行
事

な
ど
の
行
事
に
あ
た
っ
て
機
能
す
る
が
、
内
部
序
列
は
青
山
よ
り
厳

格
で
あ
る
。
若
連
中
は
一
五
歳
か
ら
三
四
歳
ま
で
の
男
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

る
。
加
入
は
と
く
に
長
男
に
限
定
し
て
い
な
い
が
、
転
出
し
た
次
三
男
は
脱
退

す

る
（
長
男
は
転
出
し
て
も
脱
退
で
き
な
い
）
。
若
連
中
の
内
部
は
ス
ワ
カ
イ
シ

ュ

ウ
（
一
五
歳
～
一
六
歳
）
、
ト
ウ
バ
ン
（
三
〇
歳
）
、
中
老
（
二
二
歳
～
三
四

歳
）
、
中
老
頭
（
三
五
歳
）
に
区
分
さ
れ
、
年
齢
階
梯
制
に
も
と
つ
く
上
下
関

係
が

明
確
で
あ
る
。
現
在
の
若
連
中
の
活
動
の
中
で
最
も
重
要
な
も
の
は
、
八

月
一
五
日
の
盆
踊
り
大
会
で
あ
る
が
、
こ
の
準
備
お
よ
び
運
営
は
中
老
・
頭
の

指
図

に

従
っ
て
年
齢
の
秩
序
に
も
と
つ
い
た
役
割
分
担
で
行
な
わ
れ
る
。
ま
た

野
洲
郡
中
主
町
須
原
（
一
九
七
五
年
調
査
）
に
お
い
て
も
年
齢
階
梯
制
的
宮
座

が
み

ら
れ
年
齢
集
団
が
発
達
し
て
い
る
。
須
原
の
苗
田
神
社
の
宮
座
組
織
の
中

核
は
二
〇
人
で
構
成
さ
れ
る
オ
ト
ナ
（
も
し
く
は
宮
年
寄
）
で
あ
る
。
オ
ト
ナ

は

二
〇
人
の

定
員
制
で
死
者
が
で
き
た
時
の
み
年
齢
順
に
従
っ
て
成
員
が
補
充

さ
れ
る
。
オ
ト
ナ
の
う
ち
年
齢
順
に
上
一
〇
人
を
カ
ミ
ジ
ュ
ウ
ニ
ン
、
下
一
〇

人
を

シ

モ

ジ

ュ

ウ
ニ
ン
と
よ
び
カ
、
ミ
ジ
ュ
ウ
ニ
ン
の
さ
ら
に
上
五
人
を
カ
ミ
ゴ

ニ

ン

と
よ
ぶ
。
カ
ミ
ゴ
ニ
ン
は
年
齢
の
上
の
者
か
ら
一
番
尉
・
二
番
尉
・
三
番

尉

と
よ
ば
れ
五
番
目
を
ゴ
ニ
ン
メ
と
よ
ん
で
い
る
。
ゴ
ニ
ン
メ
に
な
る
と
き
に

は
特
別
に

披
露
が

あ
る
。
神
事
当
番
は
二
〇
人
目
の
マ
エ
ガ
ミ
が
シ
ン
ル
イ
の

援
助
を
得
て
務
め
る
。
神
事
は
九
月
一
〇
日
に
マ
エ
ガ
ミ
が
、
他
の
オ
ト
ナ
一

九
人
を

招
く
と
い
う
形
で
行
な
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
宮
座
組
織
を
も
つ
須
原
の

ワ
カ
イ
シ
ュ
は
一
四
歳
か
ら
二
五
歳
ま
で
の
長
男
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い

る
。
一
月
一
五
日
に
元
服
と
よ
ば
れ
る
ワ
カ
イ
シ
ュ
入
り
の
儀
礼
が
あ
り
、
こ

れ
を

経
て
マ
エ
グ
ミ
と
い
う
ワ
カ
イ
シ
ュ
の
下
位
の
区
分
に
位
置
づ
け
ら
れ

る
。
年
齢
の
上
昇
に
と
も
な
っ
て
フ
タ
ク
ミ
：
・
・
ク
ミ
と
な
り
、
最
年
長
の
二

五
歳
に
な
る
と
カ
シ
ラ
を
つ
と
め
る
。

　

こ
の
よ
う
な
年
齢
階
梯
的
に
組
織
さ
れ
た
宮
座
に
対
し
て
、
野
洲
町
三
上

（
一
九
七
五
ー
一
九
八
〇
年
調
査
）
で
は
御
上
神
社
の
宮
座
に
は
年
齢
階
梯
的

原
理
は
全
く
み
ら
れ
ず
、
年
齢
集
団
も
発
達
し
て
い
な
い
。
三
上
の
宮
座
は
長

之
家
・
東
座
・
西
座
の
三
つ
の
座
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
オ
ト

ナ

や
宮

衆
の
よ
う
な
組
織
は
な
く
そ
れ
ぞ
れ
の
座
に
よ
っ
て
毎
年
二
人
ず
つ

（現
在
長
之
家

は
一
人
の
み
）
の
神
事
当
番
（
ト
ウ
ニ
ン
）
が
決
定
さ
れ
、
こ

の

ト
ウ
ニ
ン
が
芋
茎
輿
を
御
上
神
社
に
奉
納
す
る
。
ト
ウ
ニ
ン
決
定
の
順
序
は

年
齢
原
理

と
は
全
く
無
縁
で
あ
っ
て
、
長
之
家
、
西
座
は
伝
統
的
に
家
順
が
固

定

し
、
ま
た
東
座
は
親
が
死
ん
で
一
七
年
後
に
神
事
当
番
を
務
め
る
と
い
う
原

則
を
採
用
し
て
い
る
。
御
上
神
社
の
宮
座
は
当
屋
制
を
基
本
原
理
と
し
な
が
ら

ト
ウ
ニ
ン
決
定
の
方
法
に
年
齢
原
理
を
採
用
し
て
い
な
い
ひ
と
つ
の
典
型
的
な

事
例
で

あ
る
と
い
え
よ
う
。
奈
良
県
や
三
重
県
の
宮
座
に
も
年
齢
階
梯
的
要
素

は
稀
薄
で
あ
る
。
た
と
え
ば
奈
良
県
宇
陀
郡
室
生
村
小
原
の
宮
座
で
は
毎
年
三

軒
の

ト
ウ
ヤ
が
決
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
順
は
「
昔
か
ら
決
ま
っ
て
い
た
順
」
で

あ
る
（
蒲
生
正
男
編
　
一
九
八
〇
）
、
ま
た
三
重
県
一
志
郡
美
杉
村
三
多
気
・
杉

328



四、宮座と村落社会構造

表6　青山の家族構成

小 倉山主目

％実数％

　
数

」数員族家

112131415161718
成構族家

世
　
　
代

分類

5
8
2
8

5
＆
2
＆

5
只
）
2
8

4、34

2．17

4．34

24、05

2
1
2
0

　
　
1

1242
3

1

2

3
1
1
5
1
2
2
1
1
2
1
1
1

＆
L
L
5
L
2
「
5
」
L
4
L
工
工

　
　
　
　
　
2
　
　
　
　
2

3
1
1
5
1
2
3
1
1
2
1
1
1

　
　
　
　
　
2
　
　
　
　
　
2

4．34

8．68

6．51

6．51

13．02

2．17

19．53

4．34

2
4
　
3
　
3
6
　
1
9
　
　
2

1
　
　
　
　
　
1

1

1

2

1
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
6
　
　
　
　
　
1

1
　
　
　
1
　
　
　
1
5
　
　
　
　
　
1

3
　
　
　
1

2

ユ
ユ
ユ
ユ
ユ

L
L
工
工
上

1
1
1
1
1

2．1711

1．世帯主
2．世帯主夫婦
3．世帯主＋子
4．世帯主夫婦＋子

5．世帯主夫婦＋親
6．世帯主夫婦＋子及び子夫婦
7．世帯主＋子＋孫
8．世帯主＋子夫婦＋孫
9．世帯主＋子の配偶者＋孫
10．世帯主＋子及び子夫婦＋孫
11．世帯主夫婦十子＋親
12．世帯主夫婦＋子の配偶者＋孫
13．世帯主夫婦＋子＋親夫婦
14．世帯主夫婦十子夫婦十孫
ユ5．世帯主夫婦十子及び子夫婦十孫
16．世帯主夫婦＋子＋親＋祖母
17．世帯主夫婦＋子未婦＋孫＋親

18．世帯主夫婦＋子＋親＋姉妹
19．世帯主夫婦＋子＋オバ
20．世帯主夫婦＋子＋弟夫婦
21．世帯主夫婦＋子＋親＋オジ・オバ
22．世帯主夫婦＋子及び子夫婦＋孫＋
　オバ

I
　
　
　
H

夫
婦
家
族

H

皿

W

直
　
　
系
　
　
家
　
　
族

皿
　
　
　
W

傍
系
家
族

i1・1・．1・11・・1・1・｛461・・…1・・11・・．・2計A口

平
の
真
福
院
の
宮
座
に
お
い
て
は
、
ト
ゥ
ヤ
は
家
並
順
も
し
く
は
伝
統
的
な

家
順
に

よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
（
当
屋
組
に
よ
っ
て
決
定
方
法
が
異
な
る
）
（
蒲

生
正
男
編
　
一
九
八
三
）
。
こ
れ
ら
の
村
落
に
お
い
て
は
年
齢
集
団
も
未
発
達

で
あ
る
。
宮
座
と
年
齢
集
団
に
か
か
わ
る
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
、
年
齢
階
梯
制

原

理
は
宮
座
組
織
の
当
屋
決
定
方
法
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、

こ
れ
を
採
用
す
る
か
ど
う
か
は
村
落
社
会
の
構
造
、
と
り
わ
け
年
齢
集
団
の
あ

り
方
と
深
く
関
連
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
次
に
宮
座
の
基
礎
的
単
位
を
な
し

て

い

る
青
山
の
家
族
お
よ
び
親
族
組
織
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
ょ
う
。

　
青

山
の
家
族
は
家
族
規
模
も
大
き
く
、
家
族
構
成
も
や
や
複
雑
で
あ
る
。
平

均
家
族
人
員
は
四
・
七
六
人
で
、
家
族
類
型
と
し
て
は
直
系
家
族
が
六
七
・
五

％
を

占
め
、
ま
た
親
夫
婦
と
子
供
夫
婦
が
同
居
し
て
い
る
家
族
が
四
一
％
に
及

ん

で
い

る
。
こ
の
よ
う
な
青
山
の
家
族
は
典
型
的
な
直
系
型
家
族
で
あ
り
、
祖

名
継
承
法
や
位
牌
祭
祀
な
ど
の
祖
先
祭
祀
も
父
系
単
系
的
で
あ
っ
て
、
父
ー
息

子
の

関
係
が
と
り
わ
け
強
調
さ
れ
て
い
る
。
隠
居
制
は
青
山
の
家
族
に
は
見
ら

れ
な
い
。
こ
の
父
子
関
係
の
強
調
は
、
宮
座
の
神
主
を
各
家
が
一
代
に
一
回
、

父
の

あ
と
を
息
子
が
務
め
る
方
法
に
合
致
し
て
お
り
、
こ
の
意
味
で
青
山
の
家

族
は
宮
座
の

単
位
に
ふ

さ
わ
し
い
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
オ
モ
シ
ン
ル
イ

と
よ
ば
れ
る
父
方
・
母
方
の
双
方
に
広
が
る
親
族
組
織
は
、
冠
婚
葬
祭
に
お
い

て

機
能
す

る
ば
か
り
で
な
く
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
神
主
就
任
の
儀
礼
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3

神
入
れ
や
水
行
に

あ
た
っ
て
も
神
主
家
を
援
助
す
る
役
割
を
果
す
。
青
山
に
お



近江湖東における宮座の組織と儀礼

い
て

は

同
族
組
織
の
よ
う
な
単
系
的
な
親
族
集
団
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
青
山

の

婚
姻
形
態
に
つ
い
て
み
る
と
、
嫁
入
婚
が
基
本
で
あ
っ
て
、
村
内
婚
の
比
率

は

五
％
、
イ
ト
コ
婚
は
一
一
・
五
％
で
い
ず
れ
も
高
い
率
と
は
い
え
な
い
。
総

括
的
に

い

え
ば
、
青
山
の
村
落
社
会
構
造
は
直
系
型
の
安
定
し
た
構
造
を
も
つ

家
族
を
構
成
単
位
と
し
、
家
々
の
対
等
性
に
も
と
つ
く
当
屋
制
を
基
本
原
理
と

し
な
が
ら
、
そ
の
枠
内
に
お
い
て
短
期
的
に
は
年
齢
階
梯
制
原
理
に
よ
っ
て
人

々

の

上
下
関
係
が
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
青

山
の
宮
座
組
織
と
村
落
社
会
構
造
は
適
合
的
な
関
係
を
も
ち
、
「
当
屋
制
村
落
」

と
規
定
し
う
る
村
落
社
会
構
造
を
形
成
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

五
、
結

語

　

こ
れ
ま
で
青
山
の
宮
座
の
組
織
と
儀
礼
お
よ
び
こ
れ
に
関
連
す
る
社
会
構
造

に

つ
い
て

分
析
を
す
す
め
て

き
た
が
、
こ
こ
で
は
本
稿
の
冒
頭
に
提
示
し
た
課

題
に
即
し
て
概
括
を
試
み
て
結
び
に
か
え
た
い
と
思
う
。
第
一
は
青
山
の
宮
座

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

の

原
理
を
ど
う
と
ら
え
る
か
の
問
題
で
あ
る
。
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
青
山
の

宮
座
組
織
で
あ
る
宮
衆
は
五
五
歳
前
後
の
年
齢
の
一
〇
人
の
男
子
で
構
成
さ
れ

て

い

る
が
、
そ
の
背
景
に
は
青
山
の
全
戸
が
あ
り
、
一
定
の
年
齢
に
達
し
て
、

そ

の
他
の

条
件
を
満
た
せ
ば
す
べ
て
の
家
の
相
続
者
が
こ
の
宮
衆
に
加
入
す
る

こ
と
が
で
き
る
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
氏
神
祭
祀
に
か
か
わ
る
費
用
は
宮

衆
の
み
が
負
担
す
る
の
で
は
な
く
、
青
山
の
全
戸
が
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
そ
の
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
0

々

の

経
済
状
態
に
応
じ
て
拠
出
す
る
金
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
て
い
る
。
し
た
　
3

が

っ

て

宮
衆
は
長
期
的
に
は
す
べ
て
の
家
の
者
が
加
入
で
き
る
点
で
青
山
の
全

戸
を
単
位

と
す
る
集
団
で
あ
り
、
短
期
的
に
は
特
定
の
家
の
一
定
の
者
に
よ
っ

て

構
成

さ
れ
る
個
人
の
集
団
で
あ
る
。
こ
う
し
た
宮
衆
と
い
う
組
織
の
二
面
性

に
対
応

し
て
、
宮
衆
を
規
定
し
て
い
る
原
理
に
も
当
屋
制
と
年
齢
階
梯
制
の
二

つ
が
併
存

し
て
い
る
。
当
屋
制
と
は
青
山
の
場
合
神
主
の
役
割
を
毎
年
交
替

し
、
宮
衆
に
入
る
と
三
年
目
に
つ
と
め
、
結
果
と
し
て
す
べ
て
の
家
の
相
続
者

に
順
次

こ
の
役
割
を
割
り
あ
て
る
制
度
で
あ
り
、
氏
神
祭
祀
に
お
け
る
対
等
的

奉
仕
を
保
障
す
る
制
度
で
あ
る
。
こ
の
対
等
奉
仕
に
対
す
る
氏
神
祭
祀
費
用
の

対
等
負
担
の
制
度
も
確
立
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
青
山
の
全
戸
は
そ
の
時
々

の

資
産
や
所
得
に
応
じ
て
御
供
米
金
を
拠
出
す
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
実
質

的
平
等
負
担
の
制
度
で
あ
る
。
こ
の
制
度
は
ま
た
青
山
の
家
々
の
相
対
的
経
済

状
態
が
変
化
す

る
こ
と
を
前
提
と
す
る
制
度
、
す
な
わ
ち
流
動
的
経
済
階
層
を

前
提
と
す
る
制
度
で
も
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
短
期
的
に
見
ら
れ
る
家
々
の
差

は
長
期
的
に

は
解
消
さ
れ
て
対
等
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
で
あ
っ
て
、
階
層
差

す

な
わ
ち
家
格
の
差
が
も
と
も
と
小
さ
い
社
会
に
適
応
す
る
制
度
で
あ
る
。
当

屋
制
が
長
期
的
な
対
等
関
係
に
立
脚
す
る
制
度
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
年
齢
階

梯
制
は
宮
衆
の
加
入
者
を
決
定
し
、
さ
ら
に
宮
衆
の
メ
ン
バ
ー
間
の
地
位
と
役

割
の
上
下
的
に
規
定
す
る
制
度
で
あ
る
。
宮
衆
の
内
部
に
お
い
て
は
年
齢
の
最



語五、結

も
低
い
新
座
の
地
位
が
低
く
、
最
も
高
い
年
長
の
地
位
が
高
い
の
は
年
齢
階
梯

制
に

も
と
つ
く
地
位
関
係
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
宮
衆
と
い
う
組

織
は
家
を
単
位
と
し
て
長
期
的
な
実
質
的
平
等
の
考
え
方
の
も
と
に
成
立
し
て

い

る
当
屋
制
原
理
と
、
一
時
期
に
お
い
て
個
人
の
集
合
と
し
て
組
織
さ
れ
た
集

団
メ
ン
バ
ー
間
の
地
位
の
上
下
関
係
を
規
定
す
る
年
齢
階
梯
制
原
理
の
相
互
関

係
の
上
に
成
立
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　
そ
の
相
互
関
係
は
長
期
的
対
等
的
原
理
と
し
て
の
当
屋
制
を
基
本
と
し
、
こ

れ
を
前
提
と
し
な
が
ら
こ
の
枠
内
に
お
い
て
短
期
的
上
下
的
原
理
と
し
て
の
年

齢
階
梯
制
が
機
能
し
て
い
る
と
い
う
関
係
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
宮
衆
の
メ
ン
バ

ー
は
構
成
単
位
と
し
て
の
家
の
代
表
と
し
て
宮
衆
の
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
て
い
る

の

で
あ
っ
て
、
家
の
枠
を
越
え
て
メ
ン
バ
ー
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ら

で
あ
る
。
こ
れ
を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
青
山
の
家
族
が
直
系
型
家
族
の
構
造

を

も
ち
、
極
め
て
安
定
的
に
存
続
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
家
の
新
た
な

成
立
や
退
転
が
見
ら
れ
た
と
し
て
も
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
青
山
の
戸
数
は

近
世
以
来
五
〇
戸
前
後
を
堅
持
し
て
お
り
、
村
落
規
模
が
安
定
的
で
あ
る
こ
と

に

も
関
連
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
氏
神
祭
祀
を
座
と
い
う
組
織
を
つ
く
っ
て

行
な

お

う
と
す
る
場
合
、
そ
の
単
位
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
の
は
不
安
定
な
夫
婦

家
族
を

基
盤

と
す
る
核
心
型
家
族
で
は
な
く
て
、
安
定
的
な
直
系
型
家
族
な
の

で

あ
る
。
ま
た
当
屋
制
と
年
齢
階
梯
制
と
の
関
係
を
広
く
近
江
を
始
め
と
す
る

近
畿
地
方
で
み
た
場
合
、
当
屋
制
は
す
べ
て
の
宮
座
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る

が
、
年
齢
階
梯
制
原
理
は
一
般
的
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
つ
ま
り
短
期
的
な

宮
座
組
織
の
地
位
関
係
を
決
定
す
る
原
理
と
し
て
は
、
家
の
並
び
順
と
か
親
の

死
亡
年
代
順

と
か
伝
統
的
な
家
の
順
序
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
原
則
が
み
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
の
中
で
と
く
に
年
齢
集
団
の
発
達
し
た
村
落
に
お
い
て
、
年
齢
階

梯
制
的
原

理
が

採
用

さ
れ
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
点
か

ら
考
察
し
て
も
、
宮
座
は
当
屋
制
を
基
本
原
理
と
し
な
が
ら
、
そ
の
枠
内
に
お

い
て

年
齢
階
梯
制
を

は

じ
め
と
す
る
二
次
的
原
理
を
採
用
し
て
い
る
と
理
解
す

る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
宮
座
は
年
齢
階
梯
制
を
基
本
原
理
と
す

る
集
団
と
規
定
す
る
こ
と
は
、
現
象
的
に
も
原
理
的
に
も
で
き
な
い
。

　
第
二
は
青
山
の
宮
座
の
儀
礼
過
程
の
分
析
で
あ
る
。
日
吉
神
社
は
近
世
に
は

八
王
子
権
現

と
い
う
名
称
で
隣
接
す
る
善
勝
寺
と
合
わ
せ
て
神
仏
習
合
の
祭
祀

対
象
で
あ
っ
た
が
、
明
治
政
府
の
神
仏
分
離
政
策
に
よ
っ
て
善
勝
寺
と
切
り
離

さ
れ
、
菅
原
神
社
を
経
て
現
在
の
日
吉
神
社
と
な
っ
た
。
ま
た
日
吉
神
社
の
祭

祀
は
宮
衆
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
が
、
宮
衆
は
市
女
と
職
業
神
主
を
も
た
な
か

っ

た
の

で
、
こ
の
二
つ
の
役
割
は
外
部
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
う

し
た
事
実
が
日
吉
神
社
の
祭
祀
儀
礼
に
次
の
よ
う
な
特
徴
を
与
え
る
こ
と
に
な

っ

た
。
そ
の
ひ
と
つ
は
現
在
の
祭
祀
の
中
に
も
仏
教
的
行
事
が
多
く
、
神
仏
習

合
の
色
彩
を
濃
厚
に
と
ど
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
仏
教
的
行
事
に
は

ほ

と
ん
ど
善
勝
寺
の
住
職
は
参
加
せ
ず
、
他
村
の
天
台
宗
の
寺
か
ら
住
職
が
来

て

祭
祀
を
執
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
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近江湖東における宮座の組織と儀礼

ろ
う
か
。
こ
れ
を
解
く
の
は
善
勝
寺
が
か
つ
て
天
台
宗
の
寺
で
あ
っ
た
と
い
う

伝
承
で

あ
る
。
つ
ま
り
日
吉
神
社
の
祭
祀
に
お
け
る
仏
教
的
行
事
は
天
台
宗
の

行
事
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
浄
土
宗
と
な
っ
た
善
勝
寺
と
は
神

仏
分
離
の
状
況
が
実
現
さ
れ
て
も
、
そ
れ
以
前
の
天
台
宗
と
の
神
仏
習
合
の
状

況
は

現
在
に

至

る
ま
で
存
続
し
、
こ
れ
が
現
在
で
も
日
吉
神
社
年
中
行
事
の
さ

ま
ざ
ま
な
行
事
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
善

勝
寺
の
改
宗
の
時
期
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
神
仏
分
離
が
行
な
わ
れ
る
か
な

り
以
前
か
ら
善
勝
寺
と
の
間
で
は
神
仏
分
離
の
状
況
に
あ
り
、
氏
神
の
名
称
変

更
は
単
な
る
名
称
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
解
釈
も
成
り
立
ち
得
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
日
吉
神
社
の
祭
祀
儀
礼
の
い
ま
ひ
と
つ
の
特
徴

は
宮
衆
の
神
主
が
運
営
す
る
行
事
と
、
外
部
か
ら
来
る
神
官
が
運
営
す
る
行
事

の

重
層
的
構
造
で
あ
る
。

　
第
三
は
宮
座

と
村
落
社
会
構
造
と
の
相
互
的
関
係
の
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で

は

青
山
の
宮
座
を
構
成
し
て
い
る
当
屋
制
と
の
年
齢
階
梯
制
の
二
つ
の
原
理
が

村
落
組
織
の
中
に
ど
の
よ
う
に
認
め
ら
れ
る
か
を
ま
ず
検
討
し
て
み
る
と
、
年

齢
階
梯
制
は
子
供
組
・
若
連
中
・
宮
衆
・
寺
世
話
に
共
通
す
る
構
成
原
理
と
し

て

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
だ
け
に
注
目
す
る
な
ら
青
山
に
は
年
齢
集

団
が
発
達
し
、
年
齢
の
上
昇
に
応
じ
て
人
々
の
役
割
が
変
化
す
る
年
齢
階
梯
制

社
会
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
図
2
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

図
2
に
お
い
て
い
ま
ひ
と
つ
注
目
す
べ
き
こ
と
は
子
供
組
・
若
連
中
と
宮
衆
・

寺
世
話
の

間
に
一
〇
歳
程
度
の
ブ
ラ
ン
ク
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
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と
は
若
連
中
が
主
と
し
て
山
の
管
理
（
村
有
の
み
な
ら
ず
個
人
有
の
山
も
か
つ
　
3

て

は
管
理

し
て
い
た
）
や
村
の
安
全
の
確
保
と
い
っ
た
世
俗
的
政
治
的
勢
力
の

中
心
で
あ
り
、
宮
衆
は
祭
祀
的
儀
礼
的
な
勢
力
の
中
心
で
あ
っ
て
、
こ
の
二
つ

が

年
齢
的
に
も
分
離
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

年
齢
の
ブ
ラ
ン
ク
は
両
勢
力
の
緩
衝
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
次

に

当
屋
制
は
神
明
講
・
愛
宕
講
な
ど
発
達
し
た
講
集
団
の
原
理
と
し
て
認
め
ら

れ
、
ま
た
当
屋
制
に
も
み
ら
れ
る
実
質
的
平
等
の
原
則
は
、
区
財
政
に
お
け
る

協
議
費
の
徴
収
方
法
の
中
に
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
青
山

の

村
落
組
織
の
構
成
原
理
と
し
て
当
屋
制
と
年
齢
階
梯
制
は
極
め
て
重
要
な
原

理
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
い
え
る
。
家
を
基
本
と
す
る
当
屋
制
の
原

理
と
、
個
人
を
基
本
と
す
る
年
齢
階
梯
制
は
原
理
と
し
て
は
対
立
す
る
も
の
で

あ
る
が
、
青
山
の
社
会
構
造
に
お
い
て
は
こ
の
二
つ
の
原
理
が
相
矛
盾
す
る
こ

と
な
く
、
む
し
ろ
整
合
的
に
機
能
し
て
い
る
。
こ
れ
は
当
屋
制
を
基
本
原
理
、

年
齢
階
梯
制
を

二
次
的

原
理
と
し
て
両
者
に
格
差
を
設
け
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
年
齢
階
梯
制
と
い
っ
て
も
青
山
の
そ
れ
は
当
屋
制
と
い
う
基

本
原

理
の

枠
内
に
お
け
る
年
齢
階
梯
制
な
の
で
あ
る
。
結
論
的
に
い
え
ば
、
青

山
の
宮
座
は
強
固
で
安
定
的
な
家
を
基
盤
と
し
て
、
家
間
の
実
質
的
平
等
の
実

現
の
な
か
で
組
織
さ
れ
、
年
齢
階
梯
制
原
理
を
二
次
的
原
理
と
し
て
、
極
め
て

無
理
の

な
い
安
定
的
な
体
系
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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註（
1
）
　
こ
の
報
告
は
一
九
八
五
年
七
月
二
四
日
の
共
同
研
究
「
儀
礼
・
芸
能
に
お
け
る

　
　
民
俗
的
世
界
観
に
関
す
る
研
究
」
の
研
究
会
に
お
け
る
報
告
「
近
江
青
山
の
宮
座

　
　
儀
礼
－
滋
賀
県
愛
知
郡
愛
東
町
青
山
1
」
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
る
。
青
山
の
調

　
　
査
は
は

じ
め
明
治
大
学
政
治
経
済
学
部
社
会
学
演
習
の
実
態
調
査
と
し
て
行
な
わ

　
　
れ
、
そ
の
成
果
は
モ
ノ
グ
ラ
フ
的
報
告
（
明
治
大
学
政
治
経
済
学
部
上
野
ゼ
ミ
ナ

　
　

ー
ル
、
一
九
八
一
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
一
九
八
一
年
四
月
と
一

　
　
九
八
五
年
四

月
の
二
回
、
日
吉
神
社
春
祭
の
調
査
を
単
独
調
査
と
し
て
行
な
っ

　
　

た
。
こ
の
う
ち
一
九
八
五
年
の
調
査
は
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
共
同
研
究
「
儀

　
　
礼
・
芸
能
に
お
け
る
民
俗
的
世
界
観
に
関
す
る
研
究
」
の
現
地
調
査
の
一
環
と
し

　
　
て

行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
調
査
を
通
じ
て
青
山
孝
三
郎
氏
（
当
時

　
　
区
長
）
、
青
山
利
平
氏
（
一
九
八
一
年
神
主
）
、
北
村
正
己
氏
（
一
九
八
五
年
神

　
　
主
）
を
始
め
と
し
て
青
山
の
方
に
は
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
謝

　
　
意
を

表
し
た
い
。

（
2
）
　
日
本
の
村
落
構
造
類
型
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
同
族
制
村
落
、
年
齢
階
梯
制
村
落

　
　
の
ほ

か
に
当
屋
制
村
落
を
設
定
し
た
の
は
蒲
生
正
男
（
一
九
七
九
）
で
あ
る
。
蒲

　
　
生
正
男
は
当
屋
制
村
落
の
特
徴
を
以
下
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。

　
　
　
「
そ
れ
は
神
社
祭
祀
の
ト
ウ
ヤ
、
葬
儀
の
際
の
墓
地
の
穴
掘
り
に
従
事
す
る
ヤ

　
　
マ
シ
、
そ
の
他
ム
ラ
の
公
共
的
作
業
の
当
番
な
ど
が
す
べ
て
地
域
社
会
を
構
成
す

　
　

る
各
戸
が
順
送
り
で
平
等
に
負
担
す
る
の
を
特
色
と
し
て
い
る
。
加
え
て
ム
ラ
の

　
　
諸
経
費
の
分
担
も
所
得
や
不
動
産
な
ど
に
合
わ
せ
な
が
ら
実
質
的
平
等
を
は
か

　
　
り
、
ま
た
ム
ラ
内
部
で
各
種
の
講
を
営
ん
で
そ
の
ト
ウ
ヤ
も
各
戸
で
順
送
り
で
平

　
　
等
に
つ
と
め
る
こ
と
な
ど
、
近
隣
関
係
を
基
盤
と
す
る
互
助
と
協
同
が
著
し
く
、

　
　
長
期
的
に
み
て
各
戸
の
対
等
、
平
等
を
貫
い
て
い
る
の
を
特
徴
と
し
て
い
る
。

　
　
…
…
言
っ
て
み
れ
ぽ
両
者
（
同
族
制
村
落
と
年
齢
階
梯
制
村
落
）
は
、
い
ず
れ
も

　
　
積
極
的
に
経
済
的
目
的
達
成
を
第
一
義
的
と
し
、
祭
祀
的
目
的
達
成
が
第
二
義
的

　
　
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
〃
頭
屋
制
村
落
〃
は
神
社
祭
祀
や
葬
儀
の
執
行
を
む
し
ろ

　
　
ム

ラ
存
立
の
第
一
義
的
目
的
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
」
（
蒲
生
正
男
一
九
七
九
、

　
　
四

三
頁
）

（
3
）
　
青
山
の
宮
座
に
つ
い
て
は
、
青
山
在
住
の
青
山
忠
治
郎
氏
に
よ
る
「
氏
神
様
の

　
　
神
事
」
（
一
九
七
九
）
の
ほ
か
に
宮
畑
己
年
生
（
一
九
六
六
）
に
行
事
記
述
が
あ

　
　

る
の
み
で
あ
る
。

（
4
）
　
こ
の
地
誌
と
同
じ
年
の
青
山
に
つ
い
て
記
し
た
『
滋
賀
県
物
産
誌
』
（
一
八
八

　
　
〇
年
）
に
は
、
「
人
戸
五
〇
軒
、
人
口
二
四
五
人
」
と
あ
り
、
や
や
人
口
が
多
く

　
　
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
5
）
　
約
一
〇
年
前
水
田
の
近
く
に
あ
っ
た
神
明
社
が
、
日
吉
神
社
境
内
に
移
さ
れ

　
　
た
。
そ
の
他
の
境
内
末
社
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
あ
る
い
は
こ
の
よ
う

　
　
に

し
て
続
々
と
神
社
境
内
に
集
ま
っ
て
来
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

（
6
）
　
一
九
八
一
年
に
神
主
を
務
め
た
家
の
床
の
間
に
は
日
吉
神
社
の
額
は
か
け
ら
れ

　
　
て

い

な
か
っ
た
が
、
一
九
八
五
年
の
神
主
の
家
に
は
額
が
か
け
ら
れ
、
塩
・
水
・

　
　
酒

な
ど
が
供
え
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
神
の
依
代
と
さ
れ
る
御
幣
の
形
に
も
若
干
の

　
　
差
が
認
め
ら
れ
た
。

（
7
）
　
青
山
に
は
宮
座
の
当
番
帳
の
ご
と
き
も
の
は
存
在
し
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
各

　
　
年
の
神
主
が
、
一
年
の
官
衆
の
会
計
を
記
録
し
た
決
算
書
で
あ
る
『
帳
〆
精
算
帳
』

　
　
（
昭
和
二
年
以
降
）
に
記
載
さ
れ
た
神
主
名
に
よ
っ
た
。

（
8
）
　
青
山
で
は
個
人
的
理
由
に
よ
っ
て
神
主
就
任
を
断
っ
て
も
、
宮
衆
に
特
別
の
金

　
　
を

納
め
る
必
要
は
な
い
が
、
三
上
の
場
合
に
は
「
直
り
金
」
と
よ
ば
れ
る
か
な
り

　
　
高
額
の
金
を
村
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
差
は
氏
神
祭
祀
の
費
用
負

　
　
担
の

シ

ス

テ

ム

の

差
で
あ
る
。
三
上
の
場
合
に
は
祭
は
神
事
当
番
と
そ
の
オ
モ
シ

　
　
ン

ル

イ
が
費
用
を
負
担
す
る
私
的
運
営
の
シ
ス
テ
ム
を
と
っ
て
い
る
の
に
対
し

　
　

て
、
青
山
の
場
合
は
公
的
な
会
計
で
処
理
さ
れ
る
公
的
運
営
の
シ
ス
テ
ム
を
と
っ

　
　
て

い

る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
三
上
の
場
合
神
事
当
番
を
や
る
家
と
や
ら
な

　
　
い

家
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
直
り
金
と
い
う
形
で
あ
る
程
度
修
正
し
よ
う
と
考
え
て

　
　
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
拒
否
す
る
家
に
対
す
る
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
意
味
も

　
　
あ
る
。

（
9
）
　
隣
接
す
る
小
倉
に
お
い
て
も
神
主
が
祖
先
祭
祀
に
関
与
す
る
例
が
み
ら
れ
る
。

　
　
そ
の
行
事
は
八
月
一
五
日
早
朝
に
行
な
わ
れ
る
送
り
盆
の
万
灯
で
あ
っ
て
、
子
供

　
　
た
ち

が

用
意
し
た
竹
や
ワ
ラ
に
火
を
つ
け
る
が
、
こ
の
時
始
め
に
火
を
お
こ
す
の

　
　
が
神
主
で

あ
る
。
子
供
た
ち
は
神
主
の
火
を
も
ら
っ
て
マ
ン
ト
ウ
に
火
を
っ
け
　
臼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3

　
　
る
。
送
り
盆
の
行
事
は
小
倉
で
は
神
主
な
し
に
は
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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（
1
0
）
　
青
山
に
は
餅
な
し
正
月
の
家
が
数
軒
認
め
ら
れ
る
。
あ
る
家
の
場
合
に
は
白
蒸

　
　

し
の
米
に
黒
豆
を
入
れ
て
神
棚
に
も
供
え
、
正
月
に
家
族
で
食
べ
る
。
こ
れ
は
む

　
　
か

し
青
山
三
左
衛
門
と
い
う
野
武
士
が
日
吉
神
社
の
裏
に
館
を
か
ま
え
て
い
た

　
　
頃
、
一
二
月
三
一
日
に
攻
め
ら
れ
て
戦
と
な
り
、
正
月
の
餅
を
食
べ
る
こ
と
が
で

　
　
き
な
か
っ
た
と
い
う
伝
承
に
も
と
つ
い
て
い
る
。
豆
を
入
れ
ず
に
白
蒸
し
の
米
の

　
　

ま
ま
食
べ
る
家
も
あ
る
。

（
1
1
）
　
一
例
を
あ
げ
れ
ば
『
昭
和
拾
年
帳
〆
精
算
帳
』
に
は
支
出
を
伴
っ
た
行
事
と
し

　
　

て
、
大
祓
（
一
二
日
）
、
業
初
（
一
月
四
日
）
、
八
日
講
（
一
月
八
日
）
、
拾
七
講

　
　
（
一
月
一
七
日
）
、
祈
年
祭
（
二
月
二
四
日
）
、
本
祭
（
四
月
一
七
日
）
、
植
付
休
み

　
　
（
六
月
）
、
虫
干
（
八
月
一
日
）
、
彼
岸
柴
、
秋
祭
（
一
〇
月
二
四
日
）
が
記
載
さ

　
　
れ
て

い
る
。

（
1
2
）
　
日
吉
神
社
の
大
祭
に
は
妹
と
い
う
村
か
ら
の
神
官
と
鯨
江
の
市
女
を
迎
え
て
祭

　
　
を

行
な

う
の
が
、
青
山
の
伝
統
で
あ
る
。
青
山
に
当
屋
制
に
も
と
つ
く
神
主
が
い

　
　
な
が
ら
な
ぜ
職
業
神
主
が
必
要
な
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
こ
れ
は
村
の
伝
統

　
　
的

な
氏
神
祭
祀
と
神
社
祭
式
に
も
と
つ
く
祭
と
の
妥
協
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
の
ち

　
　
に
見

る
よ
う
に
青
山
の
氏
神
祭
祀
に
は
こ
の
二
つ
の
要
素
が
認
め
ら
れ
る
。
市
女

　
　
の

役
割
は
湯
立
神
楽
と
大
々
神
楽
の
二
っ
の
神
楽
を
舞
う
こ
と
に
限
定
さ
れ
て
い

　
　
る
。
滋
賀
県
に
は
美
鈴
会
と
い
う
市
女
の
団
体
が
あ
り
近
江
里
神
楽
の
伝
統
を
継

　
　
承
し
て
い
る
。

（
1
3
）
　
一
九
八
五
年
の
例
大
祭
で
は
、
拝
殿
で
の
宵
宮
神
楽
が
終
了
し
た
あ
と
神
主
が

　
　
一
括
し
て
灯
明
を
あ
げ
て
い
た
。
こ
の
点
は
一
九
八
一
年
の
時
の
や
り
方
と
若
干

　
　
異
っ
て
い
た
。

（
1
4
）
　
社
務
所
の
囲
炉
裏
端
の
座
順
は
新
座
を
の
ぞ
い
て
一
九
八
五
年
も
ほ
ぼ
同
様
で

　
　
あ
っ
た
。

（
1
5
）
　
こ
の
と
き
氏
子
総
代
（
古
神
主
）
は
御
供
盛
の
役
を
果
た
さ
ず
、
御
供
所
の
外

　
　
に
い
て

全
体
的
に
御
供
盛
を
監
督
す
る
。
ま
た
神
主
の
妻
は
御
供
盛
が
終
了
す
れ

　
　
ば
、
た
だ
ち
に
自
宅
に
帰
る
。

（
1
6
）
　
朝
神
楽
の
時
の
拝
殿
に
お
け
る
宮
衆
の
着
座
順
は
、
午
後
の
例
大
祭
の
時
の
座

　
　
順
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
し
朝
神
楽
の
時
に
は
神
官
、
区
長
、
区
長
代
理
は

　
　
参
加
し
な
い
。

（
1
7
）
　
昭
和
一
六
年
お
よ
び
昭
和
五
三
年
の
年
中
行
事
録
に
は
「
献
湯
二
釜
」
と
記
載

　
　
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
三
釜
で
行
な
わ
れ
て
い
る
。

（
1
8
）
　
「
愛
知
川
こ
ぐ
ち
」
は
隣
村
の
小
倉
で
も
採
用
さ
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
当
番

　
　
の

順
序
で
あ
る
。
と
く
に
小
倉
で
は
地
番
も
こ
の
順
に
従
っ
て
つ
け
ら
れ
て
い
る

　
　
の
が
注
目
さ
れ
る
。
青
山
・
小
倉
以
外
の
村
落
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
が
、

　
　

こ
の
順
は
対
等
原
理
を
基
調
と
す
る
こ
の
地
域
の
村
落
の
重
要
な
家
順
に
な
っ
て

　
　
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
1
9
）
宮
座
と
村
落
社
会
構
造
と
の
関
連
、
と
く
に
家
の
問
題
に
つ
い
て
、
高
牧
実

　
　
（
一
九
八
六
）
の
次
の
よ
う
に
注
目
す
べ
き
指
摘
が
あ
る
。
「
な
お
、
民
俗
学
お
よ

　
　
び
民
族
学
の
宮
座
を
男
子
の
結
社
と
す
る
見
方
は
、
家
を
相
続
す
る
女
性
が
宮
座

　
　
に
加
わ
っ
て
い
る
事
例
、
一
時
的
で
は
あ
れ
後
家
が
着
座
し
て
い
る
事
例
、
さ
ら

　
　
に
女
房
座
の
存
在
か
ら
、
成
り
立
た
な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
年
齢
階
梯
制
の

　
　
原

理
を

認
め

る
見
解
も
、
家
に
よ
っ
て
座
席
が
固
定
し
て
い
る
事
例
の
多
い
こ
と

　
　
か
ら
も
、
同
様
に
成
り
立
た
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
、
宮
座
の
成
員
は
個
人
で
は

　
　
な
く
家
の
主
で
あ
る
こ
と
に
充
分
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
家
の
問
題
に
つ

　
　
い
て
、
前
記
の
よ
う
に
、
仲
村
氏
が
、
山
国
荘
民
の
官
途
名
は
名
主
相
互
間
に
お

　
　
け
る
名
主
『
家
』
継
承
の
確
認
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
ま
た
、
三
浦
氏
が
、
村
座
が

　
　
家
長
権
に
も
と
つ
く
農
民
間
の
主
従
的
支
配
を
保
証
し
補
強
す
る
役
割
を
担
い
、

　
　
村
落
生
活
に
と
っ
て
公
的
な
役
割
を
果
し
て
い
た
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
近
世
に

　
　
お
い
て
も
、
座
入
が
そ
の
家
の
継
承
の
確
認
で
あ
り
、
宮
座
へ
の
出
座
が
家
の
主

　
　
で
あ
る
こ
と
の
相
互
承
認
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
女
性
は
家
の
主
で
あ

　
　
る
こ
と
に
よ
っ
て
出
座
し
得
た
し
、
女
房
座
も
家
の
枠
内
で
存
在
し
て
い
た
の
で

　
　
あ
る
。
」

〈
参
考
文
献
∨

青
山
忠
治
郎
（
一
九
七
九
）
「
氏
神
様
の
神
事
」
『
昔
ば
な
し
愛
東
町
』
五
五
－
五
七
頁

蒲
生
　
正
男
（
一
九
七
九
）
「
日
本
の
イ
エ
と
ム
ラ
」
『
世
界
の
民
族
』
第
＝
二
巻
（
東

　
ア

ジ

ア
）
、
二
五
ー
四
三
頁
、
平
凡
社

蒲
生
　
正
男
（
一
九
八
一
）
「
奈
良
県
北
部
に
お
け
る
神
社
祭
祀
と
村
落
構
造
」
坪
井

　
洋
文
編

『
祭
祀
的
世
界
と
村
落
ー
儀
礼
・
司
祭
者
・
共
同
体
1
』
四
九
1
五
五
頁
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蒲
生
　
正
男
編
（
一
九
八
〇
）
『
大
和
室
生
農
村
の
社
会
構
造
ー
奈
良
県
宇
陀
郡
室
生

　

村
小
原
ー
』
、
明
治
大
学
社
会
学
研
究
室

蒲
生
　
正
男
編
（
一
九
八
三
）
『
三
重
県
西
郡
山
村
の
社
会
構
造
ー
三
重
県
一
志
郡
美

　

杉
村

三
多

気
、
杉
平
1
』
明
治
大
学
社
会
学
研
究
室

肥
後
　
和
男
（
一
九
三
八
）
『
近
江
に
お
け
る
宮
座
の
研
究
』
（
東
京
文
理
科
大
学
文
科

　
紀

要
一
六
）
東
京
文
理
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大
学

宮
畑
巳
年
生

（
一
九
六
六
）
「
滋
賀
県
側
の
民
俗
」
『
鈴
鹿
山
地
と
そ
の
周
辺
地
域
歴
史

　
文
化
学
術
調
査
報
告
書
』
二
二
九
ー
一
七
三
頁

滋
賀
県
市
町
村
沿
革
史
編
纂
委
員
会
（
一
九
六
一
）
『
滋
賀
県
市
町
村
沿
革
史
』

高
牧
　
　
實
（
一
九
八
六
）
『
宮
座
と
村
落
の
史
的
研
究
』
吉
川
弘
文
館

坪
井
　
洋
文
（
一
九
八
〇
）
「
焼
畑
村
落
の
民
俗
変
化
（
上
）
1
滋
賀
県
東
浅
井
郡
浅
井

　
町
野
瀬
ー
」
『
国
学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
四
五
輯
、
　
一
五
八
ー
二
七

　

五
頁

坪
井
　
洋
文

（
一
九
七
七
）
「
祭
り
の
地
域
的
諸
形
態
ー
宮
座
研
究
の
視
点
ー
」
『
日
本

　
祭
祀
研
究
集
成
』
第
四
巻
、
二
五
七
ー
二
八
九
頁

坪
井
　
洋
文
編
（
一
九
八
一
）
『
祭
祀
的
世
界
と
村
落
－
儀
礼
・
司
祭
者
・
共
同
体
ー
』

上
野
　
和
男
（
一
九
八
〇
）
「
御
上
神
社
秋
祭
の
構
造
と
親
族
組
織
」
『
近
江
村
落
社
会

　
の

研
究
』
第
五
号
、
三
七
ー
五
一
頁

上
野
　
和
男
（
一
九
八
一
）
「
御
上
神
社
秋
祭
に
お
け
る
頭
屋
の
役
割
ー
昭
和
五
四
年

　
東
座
頭
屋
の
『
神
事
記
録
帳
』
か
ら
ー
」
『
近
江
村
落
社
会
の
研
究
』
第
六
号
、
四

　
二
八
ー
六
三
頁

上
野
　
和
男
（
一
九
八
四
）
「
家
族
の
構
造
」
『
日
本
民
俗
文
化
大
系
』
八
、
四
〇
九
－

　
四

五
四
頁

上
野

　
和
男
（
一
九
八
五
）
「
日
本
の
位
牌
祭
祀
と
家
族
－
祖
先
祭
祀
と
家
族
類
型
に

　
つ
い
て
の
一
考
察
1
」
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
六
集
、
　
一
七
三
ー

　
二
四
九
頁

上
野
　
和
男
編
（
一
九
八
〇
）
『
近
江
湖
東
村
落
社
会
の
構
造
1
滋
賀
県
愛
知
郡
愛
東

　
町
小
倉
ー
』
、
明
治
大
学
社
会
学
研
究
室

上
野
　
和
男
編
（
一
九
八
一
）
『
近
江
湖
東
村
落
社
会
の
構
造
（
そ
の
二
）
ー
滋
賀
県
愛

　
知
郡
愛
東
町
者
山
ー
』
、
明
治
大
学
社
会
学
研
究
室

〔資
料
一
〕
　
昭
和
五
三
年
日
吉
神
社
年
中
行
事
録

大
字
青
山
宮
司
中

日

昭
和
五
十
三
年

吉
神
社
年
中
行
事
録

大
字
青
山

　
　
宮
司
中

毎
月
一
日
、
十
一
日
、
十
七
日
、
二
十
一
日
末
日
ノ
五
回
御
燈
明
ス
ル
事

其
ノ
他
彼
岸
祭
典
正
月
ハ
其
都
度
燈
明
ス
ル

市
ノ
謝
禮

本
祭
　
長
帳
ニ
テ
支
彿
フ

植
付
休
　
湯
ノ
麦
代
ニ
テ
支
携
フ

区
長
持
神
酒
　
本
祭
、
秋
祭
、
祈
念
祭

一
、

屋
根
掃
除
ヲ
年
二
回
以
上
行
フ
事

一
、

御
供
ノ
前
々
日
二
前
精
進
ヲ
布
令
ル

一
、

境
内
掃
除
ヲ
常
二
行
フ
事

各
一
升

一
、

十
二
月
中
（
雪
ノ
降
ラ
ヌ
内
）
フ
ナ
ゴ
取
リ
ニ
祢
宜
ト
ニ
人
行
ク
事

一
、

本
御
供
毎
二
御
鏡
二
十
三
重
及
御
酒
三
合
必
要
ナ
リ
（
箸
二
十
三
膳
土
器

七
拾
余
全
台
二
十
三
個
小
芋
煮
豆
カ
ヤ
藁
一
把
美
濃
紙
二
枚
必
要
）

中
祭
大
祭
毎
二
榊
ノ
用
意
（
祢
宜
ノ
行
事
）
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祢
宜
ハ
十
二
月
一
日
ヨ
リ
一
月
五
日
迄
水
行
ヲ
ス
ル
事

一
月
元
日
　
御
鏡

　
本
社
四
重

（以
前
ハ
三
重
ナ
リ
シ
モ
菅
原
神
社
合
祀
セ
ラ
レ
テ
四
重
ト
ナ
ル

各
御
鏡
ノ
上
二
宝
袋
一
個
宛
ノ
セ
ル
）

　
春
日
社
二
重
　
天
神
社
一
重
　
八
坂
神
社
一
重
　
山
王
神
社
一
重
　
岩
滝
神

社
一
重
　
辮
財
天
一
重
　
社
務
所
十
二
重
（
天
照
皇
太
神
宮
　
多
賀
大
社
　
三

蔵
法
師
　
井
神
　
愛
宕
大
明
神
　
山
ノ
神
　
熊
野
大
権
現
　
水
天
宮
　
津
島
神

社
　
八
幡
宮
　
用
意
二
重
）
　
計
二
十
三
重

一
月
元
旦
　
初
御
供

　
本
社
用
意
共
十
八
膳
（
御
本
社
四
膳
　
天
神
社
　
大
神
宮
一
膳
　
八
坂
神
社

三
蔵
法
師
　
山
王
神
社
　
愛
宕
大
明
神
　
岩
滝
神
社
　
多
賀
大
社
　
排
財
天

水
天
宮
　
山
ノ
神
　
井
神
　
用
意
二
膳
）

　
葉
大
根

二
本
す

る
め
十
枚
　
春
日
社
用
意
共
五
膳
（
社
殿
ヨ
リ
春
日
神
社
二

膳
　
八
幡
社
一
膳
　
津
島
神
社
一
膳
　
用
意
一
膳
）

一
月
元
旦
　
御
鏡
（
小
餅
）

　
本
社
一
八
重
　
春
日
社
五
重
　
神
酒
三
合

一
月
元
旦
　
御
燈
明

　
大
晦

日
ヨ
リ
神
燈
ヲ
消
サ
ヌ
様
社
務
所
ニ
テ
寝
食
シ
一
週
間
毎
朝
夕
沐
浴
精

進
シ
テ
燈
明
衣
装
ニ
テ
参
拝
ス
油
サ
シ
バ
羽
織
ニ
テ
モ
可

一
月
四
日
　
縄
初

　
勧
進
釣
縄
ヌ
イ
　
杓
子
幣
竹
管
竹
幣
切
　
糊
摺
及
的
修
膳
祢
宜
神
酒
壱

升
宮
持

（朝
社
務
所
ト
拝
殿
ノ
〆
縄
ヲ
ハ
ズ
ス
打
藁
二
色
紙
二
枚
持
参
　
以
上

材
料
ハ
祢
宜
小
麦
藁
準
備
　
洗
米
六
合
社
守
持
参
シ
糊
米
散
米
二
用
ヒ
残
リ
ヲ

七
日
ト
十
五
日
二
燈
リ
）

一
月
五
日
　
法
度

　
明
キ
一
方
二
向
イ
テ
弓
ヲ
射
ル
　
御
神
酒
一
升
宮
持
　
三
人
前
造
用
社
守
持

（
当
日
祢
宜
精
進
シ
テ
神
寺
参
拝
西
参
声
東
二
声
布
令
ス
　
密
柑
柿
十
串
ノ
用

意
社
守
　
燈
明
及
洗
米
ヲ
供
ヘ
ル
）

一
月
六
日
　
　
］
ハ
日
年
越

　
山
ノ
神
幣
祀
ル
（
明
方
二
向
ひ
釜
え
炭
の
き
及
び
灰
取
り
初
め
恵
当
の
持
へ

芋
作

り
豆
の
手
造
リ
八
足
台
と
ソ
ー
ケ
の
準
備
ス
ル
）

一
月
七
日
　
菜
味
噌
（
七
草
用
意
）

　
本
社
十
八
膳
　
春
日
社
五
膳
（
今
朝
全
部
油
を
さ
し
終
り
参
拝
し
て
家
に
帰

り
宮
司
九
人
及
隣
家
親
戚
へ
年
頭
に
行
く
山
の
神
様
の
御
幣
を
仕
舞
ふ
）

一
月
八
日
　
薬
師
講

　
太
鼓
の
打
ち
始
め
（
禰
宜
）
（
服
装
は
上
羽
織
に
祥
の
下
着
用
す
）
　
燈
明
す

る
事
　
社
殿
（
床
間
へ
燈
明
ト
御
供
を
供
へ
る
）
　
法
印
の
祈
濤
（
神
酒
　
燈

明
　
洗
米
を
供
ふ
）
　
田
植
初
め
（
社
守
本
社
側
　
祢
宜
春
日
社
側
）
　
勧
進
縄

釣
り
　
神
酒
一
升
（
宮
持
こ
の
内
田
植
酒
一
合
を
取
る
）
　
造
用
（
當
番
持

宮
司
九
人
分
と
法
印
の
分
も
含
む
）
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一
月
八
日
　
日
待
講

　
本
社
御
鏡
十
八
重
　
春
日
社
全
五
重
（
一
般
は
八
日
の
夜
な
る
も
宮
は
朝
な

り
　
夕
方
は
燈
明
す
る
事
）

一
月
十
一
日
　
初
祈
疇

　

夕
方
定
例
燈
明

　
本
社
春
日
社
十
六
禅
神
の
掛
軸
を
掛
け
る
（
法
印
礼
三
回
分
支
梯
　
社
守
立

替
）
　
法
印
祈
濤
す
社
守
禰
宜
参
拝
す
　
大
般
若
経
一
箱
出
す
　
御
酒
五
合
宮

持
　
造
用
二
人
分
社
守
持
　
祢
宜
祈
疇
札
を
四
ケ
所
に
建
て
る
　
字
中
札
を
配

る
）一

月
十
四
日
　
十
四
日
年
越

　
御
燈
明
す
る
事
　
全
燈
判
木
納
め
（
禰
宜
夕
方
参
拝
し
て
納
む
）

　
松
倒
し
（
祈
り
の
的
と
共
に
御
鏡
を
下
げ
る
）

一
月
十
五
日
　
十
五
日
正
月

　
本
社
小
豆
粥
十
八
膳

（
小
豆
を
社
守
持
参
す

る
事
）
　
春
日
社
小
豆
粥
五
膳

五
穀
管
開
き
（
社
守
祢
宜
装
束
の
ま
ま
）
　
御
燈
明
夕
方

一
月
十
六
日
　
神
明
講

　
夕
方
燈
明
本
社
春
日
社
の
み

一
月
十
七
日
　
十
七
講
（
念
携
初
）

　
太
鼓
　
午
前
六
時
　
社
殿
御
燈
明
す
る
事
　
夕
方
定
例
御
燈
明
　
各
掛
軸
を

懸
け
眞
経
念
彿
唱
ふ
　
服
装
は
祥
着
用
　
法
印
の
弓
納
め
　
社
守
行
ふ
敷
取
矢

を

三
十
六
本
用
意
　
造
用
（
當
番
持
）
　
伊
勢
愛
宕
代
参
裁
と
り

奮
正
月

　

御
燈
明
す
る
事

　
本
社
御
鏡
十
八
膳

　
春
日
社
御
鏡
五
重

二

月
節
分

　
豆
蒔
き
　
御
燈
明
（
社
務
所
に
て
豆
を
い
り
各
神
前
に
供
へ
後
豆
を
ま
く

柊
の
目
指
を
差
す
事
）

二
月
初
亥
の
日
　
井
祭

　
御
幣
を
祀
る
（
社
守
と
禰
宜
と
二
人
に
て
八
足
台
に
燈
明
と
御
酒
を
献
じ
礼

　
拝
す
　
御
酒
三
合
社
守
持
）

二
月
十
五
日
　
ネ
ハ
ン
　
よ
も
ぎ
　
御
鏡
　
本
社
十
八
重
　
春
日
社
五
重

二
月
二
十
四
日
　
祈
年
祭
（
春
日
祭
）

　
大
祭
に
付
買
物
其
他
に
付
前
日
に
集
合
す
る

　
本
社
御
供
十
六
膳

（
但

し
用
意
共
　
普
通
よ
り
二
膳
減
）
　
春
日
社
御
供
七

膳

（但

し
用
意
共
　
普
通
よ
り
二
膳
増
）
　
か
ま
す
暢
七
枚
宛
　
御
鏡
二
十
三

重
御
燈
明
（
朝
社
殿
　
夕
一
般
）
禰
宜
弓
納
め
（
数
取
矢
三
十
六
本
用
意
）

御
酒
一
升
宮
持
（
神
主
の
燈
明
衣
装
を
借
り
て
弓
納
め
を
し
其
後
の
衣
装
に
て

参
拝
す
る
）

三
月
三
日
　
節
句

　
本
社
御
鏡
十
八
重

　
春
日
社
御
鏡
五
重
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三
月
十
三
日
　
山
王
祭

　
御
酒

三
合
神
主
持
　
社
守
祢
宜
二
人
ニ
テ
礼
拝
ス
　
御
燈
明
御
幣
ヲ
祈
ル

山
王
神
社
ノ
ミ

三
月
　
彼
岸
中
日
（
春
季
皇
霊
祭
）

　
本
社
御
鏡
十
八
重

（
垣

ノ
結
ビ
ナ
ラ
シ
ヲ
行
フ
）
　
春
日
社
御
鏡
五
重
　
彼

岸
中
一
週
間
燈
明
ス
ル
コ
ト
　
善
勝
寺
ニ
テ
百
萬
遍
（
神
主
太
鼓
　
祢
宜
鐘
）

彼
岸
中
二
柴
任
ヲ
ス
ル
事

四
月
一
十
六
日
　

神
明
祭

　
御
洗
米
御
酒
燈
明
（
社
守
火
桝
土
器
油
持
参
　
祢
宜
釜
コ
モ
持
参
　
準
備
ス

ル
太
鼓
神
酒
持
参
）
　
祢
宜
市
造
用
社
守
持
　
よ
み
や
神
楽
市
社
守
祢
宜
（
本
殿

四
燈
其
他
全
部
燈
明
ス
ル
コ
ト
）

四

月
十
七
日
　
例
本
祭

　
御
鏡
二
十
三
重
　
御
供
本
社
十
八
膳
　
御
供
春
日
社
五
膳
　
献
湯
二
釜
　
神

酒
一
升
宮
持
（
朝
社
殿
燈
明
宮
太
鼓
ヲ
打
ツ
　
当
日
御
供
ハ
市
ノ
朝
油
楽
終
リ

後
参
拝
撤
饅
ス
　
か
ま
す
賜
各
五
枚
　
市
ノ
謝
礼
玄
米
一
斗
五
升
　
神
楽
用
笹

榊
準
備
祢
宜
）
　
燈
明
全
燈
（
夕
方
行
フ
）

四

月
十
八
日
　
後
宴
全
燈

　
夕
方
行
フ

五
月
八
日
　
卯
月
八
日

　
御
鏡
二
十
三
重

五
月
十
一
日
　
青
芽
日
持

　
宮
仕
新
入
者
本

日
ヨ
リ

　
御
鏡
二
十
三
重

五
月
十
一
日
　
四
月
祭

　
本

社
御
供
十
八
膳
　
春
日
社
御
供
五
膳
　
燈
明
朝
社
殿
ノ
ミ
タ
一
般

六
月
五
日
　
五
月
節
句

　
笹
巻
二
十
三
把
　
御
鏡
二
十
三
重
（
神
田
設
置
準
備
　
植
付
ハ
精
進
シ
テ
行

フ
）
　
燈
明
夕
一
般

植
付
休
ミ

　
御
鏡
二
十
三
重
御
神
酒
一
升
（
社
守
持
チ
）
惣
酒
三
升
（
肴
共
社
守
持

大
字
持
）
　
麦
三
合
（
洗
麦
　
社
守
持
参
）

神
田

祓

　
圭
目
竹
七
五
一
二
榊
ノ
用
音
心
ス
ル
事

　
神
酒
三
合
　
ア
ゴ
十
枚
（
上
記
代
金
ハ
字
補
助
金
ヨ
リ
差
引
残
高
ヲ
祢
宜
ト

ニ
分
ス
ル
　
神
官
社
守
祢
宜
ノ
造
用
社
守
モ
チ
）

大
祓

　
植
付
休
ト
同
日

　
供
物
ア
ゴ
十
枚
胡
瓜
五
本
供
菓
二
斥
（
宮
持
）
　
燈
明
社
殿

七
月
十
一
日
　
納
涼

　
御
鏡
二
十
三
重
　
夕
燈
明
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七
月
十
四
日
　
祇
園
祭
　
八
坂
神
社

　

御
神
酒

三
合

（
社
守
祢
宜
二
人
ニ
テ
八
坂
神
社
二
燈
明
シ
テ
祭
典
ス
　
社
守

モ
チ
）

七

月
十
七
日
夏
祈
薦

　

本
社
、
春
日
社
各
軸
ヲ
掛
ケ
十
六
禅
師
ノ
軸
ヲ
御
供
所
二
掛
ケ
法
印
祈
薦
ス

神
酒
一
升
（
造
用
法
印
禰
宜
歩
キ
三
名
分
社
守
モ
チ
）

七
月
三
十
一
日
　
虫
送

　

御
神
戸
開
　
字
持

水
無
月

　
小
麦
餅
二
十
三
重

八
月
一
日
　
虫
干

　

造
用
　
宮
持
（
防
虫
剤
用
意
）

八
月
七
日
　
七
日
盆

　
御
鏡
二
十
三
重
　
燈
明

八
月
十
五
日
　
大
盆

　
御
鏡
二
十
三
重
　
燈
明

八
月
十
七
日
　
踊
盆
（
封
島
祭
）

　
八
幡
宮
へ
神
写
シ
テ
行
フ

　
神
酒
参
升
字
持

（
社
守
祢
宜
精
進
シ
テ
）

九
月
一
日
　
八
朔

　

御
鏡
二
十
三
重

九
月
九
日
　
節
句

　

御
鏡
二
十
三
重

九
月
十
八
日
　
日
待

　

御
鏡
二
十
三
重
　
燈
明

九

月
　
彼
岸
（
秋
季
皇
霊
祭
）

　
御
鏡
二
十
三
重
（
燈
明
彼
岸
中
ス
ル
事
　
マ
ナ
ゴ
返
シ
ヲ
行
フ
事
　
柴
仕
ヲ

行
フ
事
）

十
月
一
日
　
神
入
レ
行
事

　

昭
和
参
拾
壱
年
改
正

十

月
居
残

　
十
月
中
亥
ノ
日
毎
ス
ル
事

　
御
鏡
二
十
三
重

十
月
十
三
日
　
豆
明
月

　
二
十
三
膳

十
月
十
五
日
　
　
＋
干
明
月

　
二
十
三
膳
供
ヘ
ル

十
月
二
十
四
日
　
秋
祭

　
大
祭
二
付
集
会
ス
ル

　
御
鏡
二
十
三
重
　
御
供
二
十
三
膳
（
賜
五
枚
カ
マ
ス
五
枚
用
意
）
　
燈
明
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朝
社
殿
夕
方
一
般

十
二
月
一
日
　
薪
仕
（
早
朝
宮
太
鼓
叩
ク
）

　
朝
甘
酒

白
米
二
升
分
　
昼
食
　
夕
食
砂
糖
餅
（
社
守
持
チ
）
　
御
鏡
二
十
三

重
　
（
禰
宜
ト
ニ
人
ニ
テ
掲
ク
）

十
二
月
九
日
　
山
割

十
二
月
十
五
日
　
煤
払

十
二
月
十
六
日
　
神
明
講

　
本
社
春
日
社
燈
明

十
二
月
十
九
日
　
帳
締

　
造
用
社
守
持

十
二
月
二
十
五
日
　
松
切

　

早
朝
宮
大
鼓
ヲ
打
つ

　
朝
　
甘
酒
（
社
守
持
）

大
祓

　

造
用
宮
持
　
神
酒
一
升
宮
持
　
神
撰
宮
持
（
り
ん
ご
　
み
か
ん
　
菓
子
何
レ

カ
一
品
　
果
物
ナ
レ
バ
十
三
個
）

十
二
月
二
十
八
日
　
御
鏡
揚

　

箸
大
小
各
一
個
用
意
新
品

　

二
升
掛
二
日
一
日
八
ツ
切
（
計
八
重
　
大
箸
ハ
美
濃
紙
ヲ
添
テ
本
社
へ
）

二
升
三
日
一
日
十
切
（
計
十
五
重
小
箸
ハ
春
日
社
へ
納
ム
）
此
内
ニ
テ
金
銀
餅

ヲ
取
ル
（
金
餅
粟
　
銀
餅
小
豆
揚
交
）
　
二
升
掛
五
日
一
五
切
（
宝
袋
ハ
金
銀

餅
ヲ
菱
二
切
リ
栗
、
柿
、
密
柑
、
カ
ヤ
ヲ
紙
二
包
ム
）
計
弐
斗
（
手
入
ハ
比
ノ

外
ト
ス
）

　
年
末
本
社
春

日
社
御
膳
台
取
替
　
捻
箒
取
替
　
社
務
所
障
子
燈
籠
引
替
　
〆

縄
三
十
本
用
意

恵
当
樫
木
鍋
ッ
カ
ミ
一
組
以
上
社
守
行
事
　
コ
モ
ニ
枚

栗
柴
管
竹

（
女
竹
）
　
矢
竹
　
九
尺
コ
モ
以
上
祢
宜
ノ
行
事

伊
勢

（神
明
講
）
参
り

　
前

日
　
社
務
所
を
開
け
て
湯
を
わ
か
し
準
備
す
る
（
社
守
）
　
市
た
の
み
御

…幣
の
紙
の
準
備
釜

口
神
酒
（
講
親
）
　
お
は
け
の
持
へ
衣
装
持
参
（
講
員
）
　
外

宮
内
宮
に
対
す
御
燈
明
（
社
守
）

　
当
日
　
朝
本
社
々
殿
及
大
神
宮
二
燈
々
燈
明
（
社
守
）
　
御
神
酒
を
下
げ
て

各
自
い
た
だ
い
て
出
発
す
　
夕
は
全
御
燈
明
を
献
ず
（
社
守
）

〔資
料
二
〕
　
宮
之
行
事

藤
川
義
一

宮
　
之
　
行
　
事

藤

川
　
義
一
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昭
和
十
五
年

　

十
二
月
十
九
日
　
帳
〆

藤
川
馬
治
郎
（
十
二
月
十
九
日
）

昼
　
海
老
大
根
、
豆
腐
汁

　
　
（
突
出
シ
）
　
鱈
芋
、
牛
勇
、
モ
ロ
コ
と
豆

夜
　
鯖
、
猪
口
、
坪
、
平
、
鯖
寿
司
、
切
目
、
蒸
シ
、
豆
腐
汁
、
焼
物
（
小
鯖

　
　
五
本
）
、
引
菓
子
（
九
ッ
入
）
、
茶
菓
子
（
三
ッ
入
箱
）

　
　
（
突
出
シ
）
　
鱈
芋
、
ゴ
ボ
ウ
、
豆
モ
ロ
コ
、
焼
豆
腐
、
シ
タ
シ

　
十
二
月
廿
五
日
　
松
切
リ
　
大
祓
ヒ

朝
太
鼓

朝
　
甘
酒
、
漬
物

夜

豆
腐
汁
、
来
賓
区
長
一
人

　
　
（
突
出
シ
）
　
鱈
、
竹
輪
芋
、
こ
ん
に
ゃ
く
、
焼
豆
腐
、
ご
ぼ
う

右
ハ
小
沢
小
一
郎
代
理
ス
。

　
十
二
月
廿
八
日
　
餅
揚
き

朝
午
前
三
時
ヨ
リ
　
焼
団
子

掲
キ

終
リ
テ
　
手
入
餅
、
豆
腐
汁
、
飯

　
　
突
出
シ
　
ゴ
ボ
ウ
、
こ
ん
に
ゃ
く
、
し
た
し
い

夕
食
午
后
弐
時
　
豆
腐
汁
、
茶
碗
蒸
、
海
老
大
根
（
食
流
シ
）

　
　
突
出
シ
　
朝
ト
同
じ
、
酒
ア
リ

　

十
二
月
三
十
一
日
　
松
立

朝
太
鼓
布
令
ズ
、
朝
細
縄
三
輪

　

昭
和
十
六
年

　

元

日
朝

供
へ
迄
二
手
伝
二
御
酒
（
神
前
ノ
モ
ノ
）
、
肴
、
午
芽
、
糸
胡
瓜
、
煮
豆

　
一
月
四
日
　
仕
事
始
め

布
令
ズ
、
藁
二
抱
ト
美
濃
紙
二
枚
、
手
鋏

勧
縄
連

リ
　
長
サ
五
丈
二
三
尺
、
房
半
間
ノ
長
サ
五
筋
宛
、
衿
抱
宛
十
組

夜
　
飯
、
豆
腐
汁
（
昆
布
出
シ
）

　
　
突
出
シ
　
牛
芽
、
煮
豆
、
こ
ん
に
ゃ
く
、
数
ノ
子
、
し
た
し

　
一
月
五
日
　
弓
打
チ

行

ヲ
ナ
シ
氏
神
様
二
参
拝
、
西
デ
三
声
東
デ
ニ
声
布
令
ル
、
密
柑
、
柿
五
串
、

洗
米
、
御
酒

賄
社
守
　
茶
碗
蒸
シ
、
湯
豆
腐
、
汁
ナ
シ
、
他
二
突
出
シ

　
一
月
六
日
　
六
日
年
越
し

焼
餅
、
砂
糖
味
噌
、
漬
物
、
三
盆
白

　
一
月
八
日
　
八
日
講

太
鼓
打
初
メ
布
令
ズ
、
床
ノ
間
二
燈
明
及
御
飯
ヲ
献
ス
、
羽
織
二
梓
ヲ
着
ケ
早

朝
参
拝
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禰
宜
ノ
賄
ヒ
　
平
（
油
揚
、
芋
、
干
瓢
）
、
坪
（
田
芋
、
人
参
、
牛
芳
、
丁
字
薮
）
、
猪
口

　
（
百
合
根
）
、
皿
物
（
大
ノ
昆
布
巻
二
本
）
、
小
皿
（
煮
豆
一
皿
ト
牛
芳
一
皿
）
、
豆

　
腐
汁
、
茶
菓
子
（
写
紙
七
枚
宛
）
、
焼
豆
腐
、
三
角
ニ
ツ
ト
ウ
イ
ロ
四
角
一
ツ

突
出
シ
　
焼
豆
腐
、
牛
芽
、
白
豆
腐
、
こ
ん
に
ゃ
く

　
一
月
十
七
日
　
十
七
講

布
令
ズ
太
鼓
、
祥
ヲ
着
ケ
早
朝
参
拝
、
拝
殿
二
掛
図
燈
明
御
飯
及
鈴
ヲ
用
意

賄
禰
宜
持
チ
　
平
、
坪
、
猪
口
（
百
合
根
こ
ん
に
ゃ
く
）
、
皿
（
昆
布
巻
）
、
小

　
皿

（
煮
豆
）
、
（
牛
芳
）
、
（
焼
豆
腐
ト
ウ
イ
ロ
）
、
四
角

突
出
シ
　
こ
ん
に
ゃ
く
、
焼
豆
腐
ト
田
芋
、
煮
豆
、
牛
芳
、
猪
口
合
へ

　

二
月
廿
四
日
　
祈
年
祭

前
精
進
ヲ
布
令
ル
　
朝
太
鼓

早
朝
御
供
　
魚
本
日
ハ
七
枚
宛
　
午
前
六
時
弓
納
メ
（
禰
宜
ノ
分
）

夜
ハ
豆
腐
汁

突
出
シ
　
鱈
芋
、
竹
己
焼
豆
腐
、
「
ポ
テ
」
ト
豆
、
こ
ん
に
ゃ
く

　

三
月
十
九
日
　
彼
岸
柴
仕

夜
ハ
豆
腐
汁

突
出
シ
　
田
作
　
牛
芽
　
シ
タ
シ

　
四

月
十
七
日
　
本
祭

前
精
進
ヲ
布
令
ル
　
朝
太
鼓
　
御
供
ノ
時
二
神
楽
　
後
湯
ヲ
上
ゲ
ル

夜
突
出
シ
　
具
ノ
身
、
焼
豆
腐
ト
鱈
、
竹
己
ト
田
芋
、
ノ
タ
、
諸
子
ト
豆
、
寿
司

　
五
月
一
日
　
神
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
2

禰

宜
、
神
主
ハ
前
精
進
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3

禰
宜
ハ
朝
湯
笹
及
榊
ノ
準
備
、
神
主
ノ
荷
物
ヲ
送
ル

茶
ト
茶
菓
子
（
羊
美
）

賄

酒
ハ
ニ
献
、
坪
（
田
芋
、
蚕
豆
、
薮
ノ
菓
子
）
、
平
（
ひ
り
よ
ー
づ
）
、
猪

　
口

（竹
ノ
子
、
百
合
ノ
木
ノ
芽
あ
ゑ
）
、
汁
（
豆
腐
、
油
揚
、
ね
じ
乾
）
、
焼

　
物

（海
老

ノ
菓
子
（
生
菓
子
）
）
、
三
種
（
牛
勇
、
こ
ん
に
ゃ
く
、
連
根
）
、
酒

　

ノ
肴
（
丁
字
薮
、
素
面
）
、
吸
物
椀
（
鯉
ノ
切
目
菓
子
）
、
硯
蓋
（
う
い
ろ
二

　
切
、
巻
寿
司
二
切
、
夏
密
柑
）
、
菓
子
椀
（
竹
ノ
子
、
椎
葺
、
巻
湯
葉
）

夜
ハ
是
ノ
他
羊
美
ノ
茶
菓
子
ア
リ

　
五
月
十
一
日
　
青
芽
祭

朝
本
御
供
　
御
供
ト
餅
ア
リ

氏
子
総
代
の
交
更
　
清
吉
ヨ
リ
馬
治
郎

夜
ハ
筍
一
〆
目
ト
小
鯖
五
本
ニ
テ
飯
ア
リ
、
御
酒
一
升

突
出
シ
　
「
う
ど
う
味
噌
あ
ゑ
」
、
「
筍
ト
千
切
」

　

六
月
五
日
　
五
月
節
句

千
巻
ト
御
鏡
餅
ヲ
供
へ
是
ヲ
配
ル

千
巻
二
本
ト
御
鏡
一
重
ヲ
配
ル

　

七
月
六
日
　
植
付
休
ミ
及
大
祓
ヒ

神
官
ハ
社
守
ガ
頼
ミ
ニ
行
ク
、
巫
ハ
禰
宜
ガ
行
ク



註・参考文献・資料

禰
宜
が
榊
及
湯
笹
ヲ
準
備
ス
、
筍
ヲ
禰
宜
二
五
本
渡
ス

神

田
ノ
祓
ヒ
バ
、
ア
ゴ
十
枚
、
御
酒
三
合
、
洗
米
　
終
ッ
テ
神
官
、
禰
宜
、

　
氏
子
総
代
、
前
氏
子
総
代
四
人
ヲ
御
酒
デ
賄
プ
　
ア
ゴ
ニ
枚
宛
焼
物
ニ
ス
ル

植
付
休
、
・
・

　
御
酒
五
升
ト
壱
升
、
ア
ゴ
十
枚
、
大
根
、
筍
、
洗
麦
、
菓
子
二
百
目
、
枇

　
杷
、
胡
瓜
　
湯
釜
東
ヨ
リ
山
神
様
、
小
釜
、
次
総
釜
二
個
禰
宜
ガ
準
備
ス

　
終
ッ
テ
神
官
、
巫
、
禰
欄
宜
ヲ
賄
フ

　
筍
ト
肴
一
皿
、
菓
子
椀
、
玉
子
、
高
野
、
サ
ン
ト
豆

　
突
出
シ
　
馬
鈴
薯
ト
豆
、
瓜
モ
ミ
、
焼
豆
腐
、
寿
司
、
赤
飯

　
七

月
十
四
日
　
抵
園
祭

朝
社
守
及
祢
宜
ト
八
坂
神
社
へ
参
リ
供
ヘ
タ
ル
御
酒
（
三
合
）
ヲ
戴
ク
肴
ハ
瓜

揉
ミ

　
七
月
十
七
日
　
夏
祈
祷

掛
軸
ヲ
拝
殿
へ
掛
ケ
（
十
六
禅
人
）
般
若
経
百
巻
ヲ
準
備
シ
燈
明
及
水
玉
ヲ
供

ヘ
ル

本
社
及
春
日
神
社
ヘ
モ
軸
ヲ
掛
ケ
ル

祈
祷
札
ヲ
上
、
馬
頭
観
音
、
宮
ノ
坂
、
西
入
ロ
へ
立
テ
ル
　
一
般
ハ
社
殿
二
御

酒

ト
一
緒
二
置
キ
参
詣
人
ガ
戴
ク
、
配
ル
コ
ト
ナ
シ

賄
　
法
院
、
禰
宜
、
歩
人
三
人
　
カ
バ
焼
三
串
宛
、
菓
子
椀
、
高
野
、
玉
子
、

　
巻
湯
葉

　
御
酒
一
升
及
謝
礼
ハ
総
持
チ

　
突
出
シ
　
薯
、
油
揚
、
サ
ン
ト
豆
、
胡
瓜
揉
ミ
、
蚕
豆

湯
ノ
麦
三
升
代
七
拾
五
銭
集
メ
ル
、
一
升
二
付
二
十
五
銭
宛

　
十
月
十
二
日
夜
　
宮
移
シ

酒
、
御
飯
、
豆
腐
汁
、
切
目
壱
皿
（
和
泉
屋
）

突
出
シ
　
長
根
芋
煮
〆
、
田
芋
ト
イ
ン
ゲ
ン
マ
メ

神
官
ニ
ハ
肴
二
皿

　
十
一
月
廿
四
日
　
秋
祭
（
新
嘗
祭
）

前
精
進
布
令
ル
、
禰
宜
榊
ヲ
準
備
ス
ル

当
日
朝
五
時
頃
太
鼓
ヲ
打
ツ

賜
五
枚
、
干
物
五
枚
（
イ
ワ
シ
）
、
豆
、
カ
ヤ
、
小
芋

新
米

ノ
御
供

夜
ハ
豆
腐
汁

突
出
シ
　
タ
タ
キ
牛
芽
、
焼
豆
腐
ト
田
芋
、
数
ノ
子
、
イ
サ
ダ
と
豆
、
　
シ
タ

　
　
　
　
シ
、
海
老
大
根
、
こ
ん
に
ゃ
く

　
十
二
月
壱
日
　
薪
仕

前

日
羽
織
ヲ
着
テ
頼
ミ
ニ
行
ク
、
朝
大
鼓
ヲ
打
ツ

甘
酒

二
升
、
漬
物
ト
シ
ョ
ガ
　
甘
酒
ノ
冷
ヤ
ヲ
床
ノ
間
二
進
ゼ
ル

昼
飯
　
海
老
大
根
（
絵
皿
）
、
こ
ん
に
ゃ
く
（
小
皿
）
、
豆
腐
汁
（
豆
腐
大
根
）
、

　
　
　
鰯
丸
干
三
尾
宛
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突
出
シ
　
こ
ん
に
ゃ
く
、
数
子
、
芋
焼
豆
腐
、
シ
タ
シ
、
い
さ
だ
豆

　
十
二
月
十
九
日
　
帳
〆

昼
　
豆
腐
汁
、
海
老
大
根
、
竹
輪
こ
ん
に
ゃ
く

　
　
突
出
シ
　
数
ノ
子
、
竹
輪
ト
焼
豆
腐
、
し
た
し
、
芋
と
焼
豆
腐
、
も
ろ
こ

昼
ハ
突
出
し
茶
菓
子
ア
リ

夜

鯖
（
鯉
ノ
洗
）
、
た
こ
、
す
る
め
い
か
酢
、
汁
、
す
る
め
い
か
ト
筍
、
も

　
　
ろ
こ
三
尾
、
茶
菓
子
、
雑
菓
子
、
（
焼
魚
、
海
老
天
ぷ
ら
、
密
柑
）
、
吸

　
　
物
、
壱
対
（
一
円
五
十
銭
入
）
、
突
出
シ
昼
と
同
じ
。

　
十
二
月
廿
五
日
　
松
切
り
、
大
祓
ヒ

本

日
ハ
特
二
宣
戦
布
告
奉
告
祭
ア
リ

朝
ハ
甘
酒
、
漬
物
、
し
ょ
が

夜
ハ
豆
腐
汁
、
来
賓
両
区
長

突
出
シ
　
芋
煮
キ
、
数
ノ
子
、
し
た
し
、
こ
ん
に
ゃ
く
、
イ
モ
ト
焼
豆
腐

　
十
二
月
廿
八
日
　
餅
掲
キ

朝
午
前
三
時
二
十
分
ヨ
リ
揚
キ
始
メ
、
焼
団
子

掲
キ
終
リ
テ
　
手
入
餅
、
飯
、
汁
ナ
シ

　
　
突
出
シ
丈
ケ
、
大
根
煮
、
し
た
し

夕
食
午
后
壱
時
　
豆
腐
汁
、
茶
碗
蒸
（
手
製
百
合
、
山
イ
モ
、
豆
腐
、
塩
タ
ラ
）

突
出
シ
　
ボ
テ
、
大
根
煮
、
し
た
し
、
こ
ん
に
ゃ
く
、
牛
芳
、
酒
ア
リ

　
昭
和
十
七
年

　
元

旦
朝

供
へ
迄
二
手
伝
二
御
酒
、
肴
、
牛
芽
、
煮
豆
、
茶
菓
子
ナ
シ

御
供
　
す
る
め
五
枚
、
鰯
丸
五
ツ
、
大
根
一
本
、
禰
宜
は
九
尺
こ
も
ヲ
出
ス

床
ノ
間
へ
燈
明

　
一
月
十
一
日
　
初
祈
祷

掛
図
、
大
般
若
経
、
御
酒
、
洗
米
、
五
木
サ
ン
、
版
木

賄

茶
碗
蒸

（
ス

ケ

ト
丸
）
、
ボ
テ
小
皿
、
汁
ナ
シ

突
出
し
　
海
老
大
根
、
漬
物

　
二
月
初
寅
ノ
日
　
井
祭

午
前
六
時
頃
井
神
祭
へ
御
幣
ヲ
差
シ
八
足
台
へ
燈
明
及
御
酒
（
三
合
）
ヲ
供
ヘ

ル
　
禰…

宜
ハ
祥
ヲ
着
ケ
参
拝

后
社
守
禰
宜
が
御
酒

ヲ
戴
ク
　
肴
蕪
ノ
酢
合
へ
、
宝
蓮
草
ノ
シ
タ
シ

　
ニ
月
廿
四
日
　
祈
年
祭

午
前
五
時
太
鼓
、
御
供
、
賜
七
枚
、
イ
ナ
七
匹
、
弓
納
メ

夜
ハ
豆
腐
汁
、
出
シ
肴
、
海
老
大
根
、
昆
布
細
煮
、
し
た
し
、
す
け
と
ト
芋

　
三
月
十
三
日
　
山
王
祭

午
前
五
時
半
山
王
様
へ
燈
明
及
御
酒
供
ヘ
ル
。
禰
宜
ハ
峠
ヲ
着
ケ
参
拝
肴
水
葉

ノ
シ
タ
シ

　
三
月
廿
二
日
　
彼
岸
柴
仕
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山侠
ハ
言ヱ

腐
汁
一
血
宇
J

突
出
シ
　
馬
鈴
薯
、
田
芋
と
ス
ケ
ト
、
シ
タ
シ

柴
ハ
作
業
場
用
材
ノ
オ
レ
　
宮
ノ
藤

　
四

月
十
六
日
　
本
祭

榊
及
湯
笹
ノ
準
備

井
祭

リ
　
禰
宜
ハ
湯
ノ
準
備
、
太
鼓
、
神
主
ハ
燈
明
、
御
洗
米
、
御
酒
、

　
　
　
　
テ
宵
宮
神
楽

夕
飯

　
シ
タ
シ
膳
二
付
ケ
ル
、
団
子
、
シ
ジ
ミ
、
こ
ん
に
ゃ
く
、
筍

十
七

日
夜
　
突
出
し
　
シ
ジ
ミ
、
こ
ん
に
ゃ
く
、
小
あ
じ
、
す
け
と
煮
、

　
　
　
　
　
　
　
　

腐
、
寿
司

　
五
月
一
日
　
神
入

　
献
立

一　
平

一
、

坪

一
、

猪
口

一
、

向
付

一
、

汁

一
、

焼
物

一
、

基
引

一
、

小

皿

ひ

ょ
う
つ

筍
、
牛
誰
芳
、
イ
モ
、

江
戸

豆

奈
良
漬

豆
腐
、
あ
げ
三
葉

徳
利
盃

ノ
箱
入
リ

海
老
菓
子

寒
天
、
葛
素
面

人
参

帰
ツ

焼
豆

一
、

三
種
　
牛
｛
労
、
こ
ん
に
ゃ
く
、
蓮
根

一
、

茶
碗
蒸

一
、

吸
物
白
玉
う
ど

一
、

小
皿
　
ふ
き
焼
豆
腐

一
、

小
皿
　
筍
、
海
苔
牛
芳

一
、

硯
蓋
　
夏
密
柑
、
巻
寿
司
ニ
ツ
、
天
夫
羅
ニ
ツ

夜
ハ
茶
菓
子
、
箱
入
三
ツ
菓
子
（
宮
世
話
方
）

　
五
月
十
一
日

夜
ハ
筍
及
肴
、
酒
一
升

突
出
シ
　
筍
、
千
切
芋
、
こ
ん
に
ゃ
く
、
ふ
き

　
七
月
五
日
　
植
付
休
ミ

神

田
ノ
祓
ヒ
　
御
酒
、
洗
米
、
塩
漬

終
ッ
テ
神
官
、
巫
、
前
現
氏
子
総
代
二
名
、
禰
宜
五
名

焼
鯖
ト
筍
、
菓
子
椀

突
出
シ
　
ジ
ャ
ガ
芋
ト
筍
、
鮎
ノ
飴
煮
、
瓜
モ
、
ミ
、
昆
布
巻
、
寿
司
、
豆
ノ
赤
飯

社
守
ハ
燈
明
シ
衣
装
、
夜
ハ
燈
明

禰
宜
ハ
前
夜
二
湯
ヲ
辻
布
令
ル
、
今
年
ハ
忘
レ
タ
リ

　
七
月
十
七
日
　
夏
祈
祷

午
前
八
時
ヨ
リ
本
社
及
春
日
社
へ
軸
ヲ
掛
ケ
拝
殿
へ
十
六
禅
人
ノ
軸
ヲ
掛
ケ
燈

明
、
水
玉
、
御
酒
ヲ
供
ヘ
ル
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午
前
十
時

賄
　
歩
人
ハ
青
山
太
三
郎

　
鯉

ト
ふ
き
、
菓
子
椀
（
玉
子
、
山
芋
、
巻
湯
葉
）

　
突

出
シ
　
瓜
モ
ミ
、
馬
鈴
薯
、
茄
子
、
鯨
、
昆
布
ト
ふ
き
、
奈
良
漬

麦
代
合
計
参
拾
四
円
五
拾
五
銭
、
壱
升
二
付
廿
五
銭
、

法
印
様
ヨ
リ
は
が
き
二
十
枚
戴
ク

　
八
月
一
日
　
虫
干

昼
ハ
素
面
ナ
キ
タ
メ
、
米
二
升
、
か
ば
や
き
二
十
串

突
出
シ
　
茄
子
の
油
煮
、
瓜
モ
ミ
、
昆
布
巻
、
み
よ
が
酢
あ
ゑ

夜
ハ
飯
二
升
、
酒
一
升
、
か
ば
や
き
三
十
串

突
出
シ
　
昼
ノ
他
二
じ
ゃ
が
い
も
と
焼
豆
腐
、
油
揚
ト
茄
子

　
十
二
月
一
日
　
薪
仕

朝
　
甘
酒
、
漬
物
、
フ
ル
セ

昼

大
根
二
賜
（
切
目
皿
）
、
こ
ん
に
ゃ
く
牛
募
（
小
皿
）
、
汁
豆
腐
大
根
、

　
　
焼
物
、
鰯
丸
干
二
尾

　
　
突
出
シ
　
芋
ト
太
刀
魚
、
山
芋
ト
焼
豆
腐
、
昆
布
巻
、
タ
タ
キ
牛
芳
、
キ

　
　
　
　
　
　
ン
ピ
ラ
、
シ
タ
シ

夜
　
小
豆
餅
、
嬬
米
一
斗
、
大
豆
二
升
、
砂
糖
二
斥
、
豆
腐
汁
蒲
生
ウ
リ
、
シ

　
　
タ
シ
、
焼
物
は
か
き
三
枚

　
　
突
出
シ
　
昼
ト
同
じ

土
産
　
小
豆
餅
七
ワ
、
御
鏡
一
重
宛
、
三
蒸
シ
土
産
、
一
蒸
シ
食
ヒ
料

　
十
二
月
九
日
　
山
割

午
前
中
山
割
リ
、
午
后
ユ
ル
リ
修
繕

夜
ハ
油
揚
ゲ
御
飯
、
和
泉
屋
ヨ
リ
一
品
、
油
十
五
枚

　
　
突

出
シ
　
タ
タ
キ
牛
芽
、
キ
ン
ピ
ラ
、
糸
胡
瓜

　
十
二
月
十
九
日
　
帳
〆

昼
　
豆
腐
汁
大
根
、
大
根
ト
鱈
、
焼
物
（
生
鰯
二
尾
）

　
　
突

出
シ
豆
ト
シ
ジ
ミ
、
焼
豆
腐
、
サ
ヨ
リ
、
細
煮
、
こ
ん
に
ゃ
く
、
し

　
　
　
　
　
　
た
し

夜
　
鰭
（
鮒
子
付
）
、
茶
碗
蒸
、
切
目
（
獅
や
き
ト
筍
）
、
一
ツ
引
（
鮒
ノ
焼
）
、

　
　
硯
蓋

（
密
柑
、
頭
付
や
き
、
寿
司
）
、
膳
料
壱
封
（
弐
円
宛
）

　
十
二
月
廿
八
日
　
餅
掲

朝
四
時
半
掲
ヲ
始
ム

濡
米
四
斗
四

升
、
内
半
日
二
粟
及
小
豆
ヲ
掲
キ
マ
ゼ
ル
、
手
入
餅
弐
升

昼
飯
　
餅
及
飯
、
豆
腐
汁
、
シ
タ
シ

　
　
　
突
出
シ
　
た
た
き
牛
芽
、
き
ん
ぴ
ら
、
魚
ト
豆
、
シ
ジ
ミ

午
后
壱
時
半
　
飯
酒
ヲ
出
ス
、
茶
碗
蒸
シ
、
汁
ナ
シ

　
昭
和
十
八
年

　
二
月
十
日
　
井
祭

午
前
六
時
執
行
ス
。
肴
　
牛
芳
キ
ン
ピ
ラ
、
宝
蓮
草
シ
タ
シ
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二
月
廿
四
日
　
祈
年
祭

夜
　
豆
腐
汁

　
　
突
出
シ
　
芋
ト
鱈
、
焼
豆
腐
、
牛
募
煮
、
昆
布
細
煮
、
こ
ん
に
ゃ
く
、
宝

　
　
　
　
　
　
蓮
草
し
た
し

　
三
月
廿
日
　
彼
岸
柴
仕

夜
ハ
豆
腐
汁
七
丁
、
昆
布
一
把

　
　
突

出
シ
　
蕪
芥
子
ア
へ
、
牛
芳
キ
ン
ピ
ラ
、
焼
豆
腐

　
四

月
十
七
日
　
晴
天
　
本
祭

十
六

日
神
明
祭
　
湯
、
御
酒
、
洗
米
、
燈
明

宵
宮
神
楽
　
夕
方
拝
殿
ニ
テ
社
守
、
禰
宜
、
市

十
七

日
午
前
五
時
御
供
、
神
楽
、
后
拝
礼
、
撤
撰

　
　
　
午
前
十
時
　
湯
、
二
釜
、
御
酒
、
洗
米
、
社
守
、
禰
宜
、
市
ノ
三
人

　
　
　
午
后
一
時
　
本
祭
執
行

　
　
　
　
　
　
　

神
官
、
御
河
辺
神
官
代
、
川
島
二
人

　
　
突
出
し
　
鱈
ト
芋
、
こ
ん
に
ゃ
く
、
焼
豆
腐
、
昆
布
巻
、
山
芋
ト
生
肴
切

　
　
　
　
　

目
、
牛
芽
、
天
ぷ
ら

〔資
料
三
〕
　
昭
和
五
拾
四
年
度
帳
〆
精
算
帳

　
拾
式
月
拾
九
日

昭
和
五
拾
四
年
度
帳

〆
精
算
帳

　
　
　
　
　
　
　

社
守
　
川
副
義
太
郎

　
　
収
入
之
部

一
、

金
七
万
参
肝
六
百
円
　
　
　
御
供
米
壱
石
八
斗
四
升
分

一
、

金
壱
万
八
肝

八
百
円
　
　
　
畑
初
穂
料

一
、

金
戴
拾
万
五
肝
円
　
　
　
　
枯
木
代

一
、

金
八
拾
壱
万
壱
肝
円
　
　
　
杉
代

　
　
合
計
金
壱
百
壱
万
五
肝
円
也

　
　
支
出
之
部

　
現
神
主
描

金
参
万
九
肝

五
百
円
也
　
　
　
　
御
供
米
九
斗
八
升
七
合
五
勺

金
七
百
武
拾

円
也
　
　
　
　
　
　
立
替
米
一
升
五
合
（
一
・
二
掛
）
秋
祭

計
四
万
戴
百
式
拾
円
也

別
紙
立
替
分
　
金
九
千
四
百
参
円
也

　
　
合
計
金
四
万
九
千
六
百
武
拾
参
円
也
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現
神
主
携

　
秋
祭

金
八
百
円
也

金
壱
千
七
百
武
拾
八
円
也

金
四

百
五
拾
円
也

金
壱
千
八
百
五
拾
五
円
也

金
壱
千
四
百
参
拾
五
円
也

　
計
六
千
式
百
六
拾
八
円
也

　
山
割

　
帳
〆

金
壱
千
四
百
参
拾
五
円
也

金
五
百
円
也

金
壱

千
戴
百
円
也

　
計
参
千
百
参
拾
五
円
也

　
合
計
金
九
千
四
百
参
円
也

前
神
主
梯

肴
代

リ
ン
ゴ
十
三
個

豆

Z
二
丁

ス

ル

メ
拾
枚

神
酒
一
升

魚
代

油
揚
代

ト
ー
Z
二
丁

清
酒
一
升

当
日
紙
代

年
内
調
味
料

大
祓

仕
事
始

祈
年
祭

彼
岸
柴

大
祭

虫
干

彼
岸
柴

→
升
五
合

一
升
五
合

一
升
五
合

一
升
五
合

一
升
五
合

一
升

一
升

計
九
升
五
合
（
一
升
四
百
円
）

金
四
千
六
百
六
拾
円
也

　
別
紙
立
替
分

金
四

万
壱
千
拾
六
円
也

合
計
金
四
万
五
千
六
百
七
拾
六
円
也

　
前
現
神
主
支
払
合
計

金
九
万
五
千
武
百
九
拾
九
円

御
供
米
支
佛
明
細
表

一
、

参
升
参
合
武
勺

一
、

七
升
式
合

一
、

式
升
戴
合

一
、

八
合

正
月
御
供
米

餅
揚
雑
用

法
印
雑
用

八
日
講
雑
用
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一
、

式
升

一、

八
合

一
、

参
斗
七
升
五
合

一
、

参
升
五
合
五
勺

一
、

参
升
参
合

一
、

壱
升
気
合

一
、

壱
升
六
合

一
、

壱
升
六
合

一
、

参
升
参
合
四
勺

一
、

式
升
五
合
四
勺

一
、

参
升

合
計
七
斗
式
升
九
合
五
勺

金
武
万
九
肝
壱
百
八
拾
円
也

　
春
日
神
社
分

、　、　、　、　、
九
合
四
勺

九
合
四
勺

九
合
四
勺

戴
升
四
勺

九
合
四
勺

春
日
雑
用

井
祭
雑
用

本
祭
御
礼

本
祭
御
供
米

青
芽
御
供
米

ぎ
お
ん
祭
雑
用

ふ

な
ご
取
雑
用

薪
仕
雑
用

秋
祭
御
供
米

松
切
雑
用

年
内
紙
代

正
月
御
供

本
祭
御
供

青
芽
御
供

春

日
祭
御
供

秋
祭
御
供

一
、

戴
斗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
薪
仕
帳
〆
雑
用

合
計
武
斗
五
升
八
合

金
壱
万
参
百
武
拾
円
也

御
供
米
総
計
　
九
斗
八
升
七
合
五
勺

現
神
主
支
払
金
額
　
金
参
万
九
千
五
百
円
也

　
前
神
主
立
替
分

　
大
祓

一
、

金
四
百
五
拾
円
也
　
　
　
　
豆
フ
三
丁

一
、

金

壱
千
四
百
参
拾
五
円
也
清
酒
一
升

一
、

金
式
千
拾
戴
円
也
　
　
　
　
リ
ン
ゴ
ニ
ニ
個

一
、

金
七
百
円
也
　
　
　
　
　
　
肴
代

　
計
四
千
五
百
九
拾
七
円
也

　
仕
事
始

一
、

金
壱
千
四
百
参
拾

五

円
也
清
酒
一
升

一
、

金
四
百
五
拾
円
也
　
　
　
　
豆
フ
三
丁

一
、

金
武
千
百
九
拾

五
円
也
　
　
肴
代

　
計
四

千
八
百
円
也

　
法
度

一
、

金
七
百
拾
八
円
也
　
　
　
　
清
酒
五
合
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八
日
講

一
、

金
壱
千
四
百
参
拾
五
円

初
祈
祷

一
、

金
七
百
拾
八
円
也

一
、

金
壱
万
円
也

計
壱
万
七
百
拾
八
円
也

祈
年
祭

一
、

金
壱
千
四
百
参
拾
五
円
也

一
、

金
四
百
五
拾
円
也

一
、

金
壱
千
九
百
五
拾
円
也

一
、

金
八
百
六
拾
円
也

計
四

千
六
百
九
拾
五
円
也

春
彼
岸
柴

一
、

金
壱
千
四
百
参
拾
五
円
也

一
、

金
四
百
五
拾
円
也

計
壱
千
八
百
八
拾
五
円
也

本
祭

一
、

金
壱
千
四

百
参
拾
五
円
也

一
、

金
四
百
五
拾
円
也

一
、

金
壱
千
五
百
武
拾
六
円
也

清
酒
一
升

清
酒
五
合

法
院
ノ
禮

清
酒
一
升

豆
フ

三
丁

リ
ン
ゴ
十
三
個

肴
代

清
酒
一
升

豆
フ
三
丁
、
肴
代

清
酒
一
升

豆
フ

三
丁

リ
ン
ゴ
十
四
個

一
、

金
弐
千
六
百
円
也

計
七
千
拾
壱
円
也

植
付
休

一
、

金
五
百
八
拾
円
也

虫
干

一
、

金
壱
千
四

百
参
拾
五
円
也

一
、

金
四
百
五
拾
円
也

一
、

金
四

百
五
拾
円
也

一
、

金
参
百
参
拾
円
也

一
、

金
六
百
八
拾
円
也

計
参
千
参
百
五
拾
円
也

秋
彼
岸

一
、

金
壱
千
四

百
三
拾
五
円
也

一
、

金
四
百
五
拾
円
也

合
計
金
四
万
壱
千
拾
六
円
也

初
穂
料

一
、

金
壱
肝
四
百
円

一
、

金
壱
肝
四
百
円

一
、

金
壱
肝
四
百
円

魚
代

ト
ビ
魚
代

清
酒
　
升

豆
フ

三
丁

ソ
ー
メ
ン
七
把

肴
代

防
虫
剤

清
酒
一
升

豆
フ

三
丁
、
肴
代

参
升
五
合
　
　
太
三
郎

参
升
五
合

　

元
一
郎

参

升
五
合
　
　
喜
平
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一
、

金
壱
肝
四
百
円

一
、

金
参
肝
四
百
円

　
　
一
、
金
壱
肝
四
百
円

　
　
一
、
金
壱
肝
弐
百
円

　
　
一
、
金
壱
肝
四
百
円

　
　
一
、
金
壱
肝
四
百
円

　
　
一
、
金
壱
肝
四
百
円

　
　
一
、
金
壱
肝
八
百
円

　
　
一
、
金
壱
肝
円

　
　
一
、
金
壱
肝
弐
百
円

　
　
一
、
金
壱
肝
弐
百
円

　
　
一
、
金
壱
肝
四
百
円

　
　
一
、
金
壱
肝
四
百
円

　
　
一
、
金
壱
肝
或
百
円

　
　
一
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⑨4月16日、午後4時30分。拝殿で行なわれた育

宮神楽。いま市女が舞っているのは太々神楽の第

一 段、岩戸開きの舞である。

⑯4月ユ6日、午後4時・｛0分，神1三は育宮祭のあと

臼装束で’境内の末社、常夜燈に燈明をつけてまわ

る。脇では若連中か鉦、太鼓をたたいている。

⑪神主の家の天井につりドげられている初穂。神

主のシンデン（神川）でヒれたものを年5回の大

祭に使うためこうして保存する。

124月16日、午後7時、神i：の家で御供蒸しが始

まる．御供米は1升5合すつ3臼、合計4升5合
蒸す。ふだんヒは別の釜を使う，

鐵－

：）鴫一一三二．

⑤・1月］6日、午後3時。神明祭の準備。この時神

ilはまだ黒い衣裳のままである。手前の釜は、湯

立神楽に使用する，

鰭戸

認鍵纒．

亙4月16日、午後4時。神明祭の湯立神楽。左は
自念江からXた市女。中央の白装束は神．主。右で太

鼓をたたいているのは禰宜。

⑦神川祭の湯ウ1神楽。笹の葉を釜の中に入れて、

湯をあたりに撒き五穀豊穣と安全を祈願する。

箇：．川］16目、午後4時20分。育宮祭の燈明を本村、

につけている神1三。ノllTに持っているのか燈川桝．

このあと春日社にも燈明をあ（ナ’る、



⑰神i三は神社につくと、本社、春Ll社を始め23の

境内末社に小餅を供える。供えたあとは拝礼して
たた’ちに餅をドけ’社務所におさめる。

⑱神ヒが境内人社のし人とつ愛宕人明神に小餅を供

えている。境1ノ・1末社のいくつかはこのようにただ

石で印をしているだけである。

‘

⑲．1月17n、午前311左神主宅でブクイレ間始。蒸し

あがった米を釜から出して、神｝三、占神il汕爾宜の

3人が、　タケミーを使って御1供米をかためる．

⑳固め終った御供米は少しずつ、飯台に入れてい

く．飯台は本社用と春日川の’．つがあり、まず本

杜川の御供米から固め始める．

⑬4月17H、午前0時。神主の家に、｝r神」三、禰〕’1：

が集まって、蒸した御供を一度水洗いする。

⑭御供蒸しの水洗い。冷水に蒸した御供米をっけ

て、熱いうちに手で水洗いする。洗ったあともう

一度釜にかけて蒸す．

｛亘4月17日、午前0時55分。神・主三は小餅23重を供

えるため神｝三宅で準備を始め、飯台に小餅を盛っ

ている。

主は自宅を出てU☆神利に入る。そぱで若連中が
徹夜で’焚火をしている。



⑳1月17U、午前4時5（1分い御供盛か始まる二7
人の宮衆と神主の妻が分業して御供盛にあたる，

神ll、禰宜は輯1、ヒ春日社の本殿で控えている。

．⑳．御供は神主の妻が御供米をよそい、年長が形を

ととのえる作業から始まる、神じの妻ヒ年長は御

供に息がかからぬように11にr・拭をまく、

．27年長のうしろの席の宮i欠3人が、御供に稲藁を

巻く，3人で少しすつ3回にわけて藁を巻く。て』

きあがった御供は机の1’．にならべておくQ

28他の宮衆3人は、スルメをまるめてコヨリて巻

いておく，スルメも御供ヒヒもに供えられる．こ
ノ）ヨ人は若い宮衆である

⑳固め終った御供米は飯台に入れたあヒビニール

で蓋をL、さらにそのヒに菰をかける、、運びやす

いように：つの飯台に．天秤棒を通す。

22．1月1711、’卜前3日芋30分㌧街lf共つくり力孫冬∫し

たので、神ヒ、傭宜、占神i三は神．哲七で早い朝食

をとる。この時特別の料理はない、

2き．・1月17日、　ノ「・1iij　4時3（1分。　御f共は禰宜かカ・つい

で神li宅を出発し、　Il、ir神社のiE面から入って御

供所に運ばれる，

24　1　1」17n、　ノ「・自ij　I‖午15ノノア．　宇」二f苔戸斤1こS‘：衆タここtカ・

そろうヒ、神ll】・傾’「1：が輻1’衆に挨拶して御供盛を

お願いする



8御供を供えたあヒ、宮衆は神主を中心ヒする5ノ＼

のグルーフと禰宜を中心ヒする5人のク’ルーフに

わかれて各社を参拝する，これは神主のグルーフ．、

鋸禰宜を中心とするグルーフ：の参拝，神｝之禰宜

はこの時、長い棒に御幣をつけたものを掲げて参

拝する。他の宮衆は扇をやや広げて参拝する。

⑰神主のグルーフと禰宜のグルーフはそれぞれ別

別に各社に参拝するが、最後には’．っのグ1レープ

が’緒になって本社を拝む。

⑯4月17日、午前6時∩市女が来て、拝殿で朝神
楽が行なわれる。宮衆川人は拝殿に・定の順序に
従って着座する。

29征1｜f共：ま本ネf二［目：こ18目苫、　春日社｝打；こ51｝苫、　言卜23‖善

つくられる、残った御f共米はお1二きリゾ）よう：こし

て台にのせる，宮衆の直会用てある；

⑩できあがった御供はスルメ、葉メミ根とヒもに台

のLにのせられて、宮衆の手渡しによって各社に
f共えられる。

3∫春日社に供えられる御供は、できあがるまで待

機していた禰宜に渡される、御供か供えられれは

禰宜は他の宮衆と行動を共にする。

32弁財大に御供を供える宮衆，このように月を内末

社にもそれぞれの御供か供えられる．御供は本社、

春ll社と全くllilじてある。



411卸供の奉納のあと、社務所のイロリのまわりで

くつろく’宮衆，この時の座順も厳しく定められて

いる、新座は他の宮衆に茶を入れる，

夜41117日、午後1時　例人祭を前にした氏神日

占神社．入日には職か㍑てられ、また若連中の手
によって境ド・］には提灯か川意されている・

栢春の例大祭の供物、このうち5つが本社用、3
つが春日用である、神じと禰宜が神川でつくった
初穂もこのとき供えられる．、

44この日、村人からも果物、菓1’・、ハン、即席ラ

ー メン、酒なビの供物か届けられる　これにひヒ

つひヒつ名をつけて供えるヒヒもに、新座はこれ
を控えにヒる，

37市女の朝神楽・太々神楽のうちここでも始めの

1段の神楽、すなわち、岩戸開き、榊、御幣の雛
が行なわれる、

語1月17目、’「前6時30分，御供所て行なわれる
宮衆の1自：会　御lllミを肴にして神酒をのむ．、わずか

lo分て終る

⑳御供所での宮衆の直会，このときの座順はヒく

にきまっていないようである。後右に見えるのは
111月ク）ロヨ芝ソ）∫ji「’封（こf吏う白勺。

⑪御供の奉納かすべて終rすると、宮衆たちは糾

務所にもビリ、神じと禰宜が培－衆に感謝の挨拶を

する



但湯立神楽が終わると、区長、区長代理、神主、

哺宜、氏了・総代、宮衆の順にじ串を奉貧する．い

ま神．主が玉串をささげている，

’

寸麗

　　　　　　　　　一｛一　　　　．∠■
㊦例大祭が行なわれている拝殿。拝殿の左半分は

御供所　（ごくしょ）　とよばれ、御供盛が行なわれ

る場所であるが、式典にはここも使う。

⑳例大祭に日吉神社にやってきた村人たち。女性

の老人が圧倒的に多い。村人たちには宮衆が供物
を配る。

⑫例大祭が終ったあヒ、村人たちは本殿にまであ

がって日吉神社におまいりする．これで例大祭の
行事はすべて終∫する、

⑫村ノ＼からの供物は拝殿の右側に供えられる、例

大祭を前にした拝殿には湯立神楽に使う釜か兄え
る，

⑭4∫ll7日、’「後1時10分。神官、市．女、区長、

区長代理と宮衆によって例大祭が始まる。この祭
の全体は神宮によって運営される。

パ
ρ

　き

軸
璽例大祭における拝殿での市女の湯立神楽。火を

入れない釜が拝殿に用意され、湯のかわりに紙片
をあたりに散らしながら神楽を舞う。

・＜一一、導灘髪

B市女は拝殿ヒ本殿の間に用意された一：つの釜の

前でも湯こr：神楽を舞う、こちらの釜：こは火か入れ

られている．3川1司じ所作をくりかえす、


