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祭
り
で
は
、
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
重
要
な
局
面
で
、
神
役
の
者
が

か
り
ま
た

聖
地
・
聖
所
に
篭
る
こ
と
が
あ
る
。
宮
古
島
狩
俣
の
ウ
ヤ
ガ
ン
（
祖
神
）
祭
、

沖
縄
本
島
久
高
島
の
イ
ザ
イ
ホ
ー
、
奥
三
河
の
大
神
楽
を
例
に
覗
い
て
み

る
こ
と
に
し
よ
う
。

毎
年
冬
に
行
わ
れ
る
狩
俣
の
ウ
ャ
ガ
ン
祭
で
は
、
祭
祀
集
団
に
新
加
入

す
る
神
女
た
ち
は
神
山
の
御
嶽
に
籠
り
、
二
日
目
の
「
イ
ダ
ス
カ
ン
」
（
出

す
神
）
で
ハ
ウ
ャ
ガ
ン
神
Ｖ
と
な
っ
て
山
か
ら
下
り
て
く
る
。
そ
の
神

山
は
篭
蒼
た
る
「
自
然
」
の
森
で
、
神
女
の
み
が
管
掌
し
て
い
る
ム
ラ
の

禁
足
地
で
あ
る
。
こ
の
山
籠
り
に
お
い
て
、
実
際
に
何
が
行
わ
れ
て
い
る

か
は
判
然
と
し
な
い
。
お
そ
ら
く
は
、
「
神
遊
び
」
と
し
て
歌
を
歌
っ
た
り
、

聖
地
、
ま
た
聖
所
と
は
な
に
か
。
そ
の
問
い
は
、
祭
祀
の
場
に
お
い
て

こ
そ
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
問
い
と
な
ろ
う
。
人
は
儀
礼
を
な
か
だ
ち
に
、
聖
地

に
お
い
て
い
か
に
し
て
神
と
な
る
の
か
。
い
や
人
を
神
と
す
る
べ
く
、
祭

儀
の
空
間
は
い
か
に
し
て
聖
な
る
場
所
へ
と
自
己
を
形
成
す
る
の
か
。
籠

り
、
作
り
物
、
舞
な
ど
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
神
霊
を
顕
現
さ
せ
る
磁
場
の

構
造
性
や
メ
ソ
ッ
ド
を
探
っ
て
み
た
い
。

聖
な
る
磁
場
の
創
出

一
聖
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ｌ
神
楽
に
お
け
る
神
霊
出
現
の
様
式
を
め
ぐ
っ
て
Ｉま

た
お
喋
り
し
た
り
１
．
想
像
す
る
に
、
そ
の
山
籠
り
で
神
懸
り
と
い

う
逸
脱
は
必
須
な
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
の
ち
に
述
べ
る
よ

う
に
、
祭
祀
集
団
に
お
け
る
ト
ラ
ン
ス
は
、
成
員
に
よ
る
見
証
を
必
須
の

条
件
と
し
て
い
た
か
ら
だ
。

こ
の
よ
う
に
ウ
ャ
ガ
ン
祭
の
場
合
、
神
女
が
聖
な
る
山
に
寵
る
こ
と
を

要
件
に
、
ウ
ャ
ガ
ン
と
い
う
資
格
を
獲
得
す
る
わ
け
だ
が
、
一
二
年
に
一

度
の
午
年
に
行
わ
れ
た
久
高
島
の
イ
ザ
イ
ホ
ー
は
、
同
じ
く
「
籠
り
」
を

必
須
と
し
な
が
ら
も
、
重
層
的
で
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
新
し
く

神
女
に
な
る
ナ
ン
チ
ュ
た
ち
が
三
日
三
晩
籠
る
セ
ツ
屋
は
、
フ
サ
テ
ィ
ム

イ
と
呼
ば
れ
る
森
の
中
に
仮
屋
と
し
て
設
置
さ
れ
る
。
セ
ツ
屋
で
の
篭
り

の
内
実
は
こ
れ
ま
た
不
明
だ
が
、
ウ
ヤ
ガ
ン
祭
り
の
篭
り
と
似
た
り
よ
っ

た
り
だ
ろ
う
。

ウ
ド
ン
ミ
ャ
ー

イ
ザ
イ
ホ
ー
儀
礼
の
ク
ラ
イ
マ
ク
ス
は
、
久
高
御
殿
庭
の
「
神
ア
シ
ャ

ゲ
」
の
前
に
作
ら
れ
た
七
つ
橋
を
渡
る
場
面
で
あ
る
。
ナ
ン
チ
ュ
た
ち
は
、

先
輩
の
神
女
た
ち
が
橋
の
両
側
で
足
踏
み
し
て
い
る
中
、
三
-
フ
ァ
イ
、

エ
ー
フ
ァ
イ
」
の
掛
け
声
で
七
つ
橋
を
渡
り
、
神
ア
シ
ャ
ゲ
に
入
っ
て
は

出
る
動
き
を
七
回
繰
り
返
す
。
嚇
し
な
が
ら
そ
れ
を
見
守
る
先
輩
の
神
女

た
ち
。
最
後
は
神
女
た
ち
全
員
が
神
ア
シ
ャ
ゲ
に
入
る
が
、
行
事
の
核
心

山
本
ひ
ろ
子

聖
地
の
エ
ク
ス
タ
シ
ー
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は
、
先
輩
神
女
た
ち
が
凝
視
す
る
前
で
、
新
入
り
が
入
っ
た
り
出
た
り
の

動
作
を
繰
り
返
す
点
に
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
不
貞
を
働
い
た
女
は
橋
を

渡
れ
な
い
な
ど
の
黙
契
・
共
同
規
範
が
派
生
し
た
の
も
、
頷
け
る
。

橋
を
「
渡
る
」
と
い
う
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
そ
れ
を
先
輩
の
神
女
集

団
、
ひ
い
て
は
ム
ラ
の
全
員
が
目
撃
し
、
認
知
す
る
必
要
が
生
じ
た
。
そ

の
た
め
に
、
「
七
つ
屋
」
の
前
で
は
な
く
常
設
さ
れ
て
い
る
「
神
ア
シ
ャ

ゲ
」
の
前
に
七
つ
橋
が
設
け
ら
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
イ
ザ

イ
ホ
ー
の
場
合
、
見
ら
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
な
い
「
篭
り
」
と
、
見

ら
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
七
つ
橋
渡
り
と
い
う
複
合
性
を
も
つ
・

第
三
の
事
例
は
、
花
祭
（
愛
知
県
北
設
楽
郡
）
の
母
胎
と
な
っ
た
三
河

大
神
楽
の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
儀
礼
「
浄
土
入
り
」
で
、
神
楽
屋
と
は
別

し
ら
や
ま

に
「
白
山
」
な
る
仮
屋
を
構
築
し
、
還
暦
を
過
ぎ
た
者
が
、
三
途
川
な
ど

を
越
え
て
篭
る
。
筆
者
は
そ
の
思
惟
と
様
式
に
、
中
世
の
熊
野
詣
と
の
共

通
性
を
指
摘
し
た
（
拙
著
『
変
成
譜
乞
。
熊
野
詣
に
あ
っ
て
は
道
中
作
法
、

「
浄
土
入
り
」
は
祭
儀
だ
が
、
共
に
他
界
に
「
入
る
」
こ
と
に
ポ
イ
ン
ト

が
あ
り
、
出
て
き
た
と
き
に
は
、
神
の
子
と
し
て
再
誕
す
る
と
い
う
資
格

を
得
て
い
る
。
「
浄
土
入
り
」
で
は
そ
う
し
た
儀
礼
的
意
義
を
際
立
た
せ

る
べ
く
、
「
白
山
」
と
い
う
作
り
物
が
仮
構
さ
れ
た
。
か
つ
て
立
願
者
た

ち
は
自
然
の
山
に
篭
っ
た
が
、
や
が
て
作
り
物
の
「
山
」
に
篭
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
発
生
論
は
成
り
立
つ
ま
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
入
る
」
「
籠
る
」

へ
ん
じ
よ
う

と
い
う
儀
礼
行
為
自
体
が
、
変
成
装
置
と
し
て
の
作
り
物
を
要
請
し
て

く
る
か
ら
だ
。
そ
の
変
成
の
ド
ラ
マ
を
ビ
ジ
ュ
ア
ル
に
現
前
さ
せ
、
祭
祀

共
同
体
の
成
員
に
認
知
さ
せ
る
た
め
に
は
、
ム
ラ
近
傍
の
「
自
然
」
の
山

に
関
係
者
の
み
が
入
る
の
で
は
用
を
な
さ
な
い
。
か
く
し
て
「
白
山
篭
り
」

か
ら
、
神
楽
に
お
け
る
仮
想
の
「
山
」
の
重
要
性
が
首
を
も
た
げ
て
く
る
。

三
河
大
神
楽
に
は
、
浄
土
入
り
儀
礼
の
た
め
に
仮
設
さ
れ
た
「
白
山
」

の
ほ
か
に
も
注
目
す
べ
き
「
山
」
が
あ
っ
た
。
注
連
竹
で
結
界
さ
れ
た
舞

お
お
も
と

こ
う
ど
の

処
が
そ
れ
で
、
後
述
す
る
大
元
神
楽
・
荒
神
神
楽
で
は
「
神
殿
」
が
相
当

す
る
。
三
河
大
神
楽
で
は
、
こ
の
「
山
」
を
「
山
立
て
」
と
い
う
作
法
で
、

儀
礼
的
に
造
立
し
た
。
注
連
竹
は
前
も
っ
て
立
て
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、

太
夫
た
ち
が
榊
の
枝
を
手
に
し
て
、
「
さ
か
き
と
る
お
ぼ
ろ
の
山
が
遠

け
れ
ば
此
処
に
山
立
て
さ
か
き
花
立
て
」
と
歌
い
な
が
ら
、
東
方
よ
り

順
次
に
立
て
て
ゆ
く
。

「
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
舞
戸
は
一
つ
の
山
に
仮
想
さ
れ
た
」
（
早
川
孝
太

郎
『
花
祭
・
前
篇
』
）
わ
け
だ
が
、
「
本
物
の
山
の
ほ
う
が
お
ぼ
ろ
で
あ
り
、

移
し
た
造
り
山
が
、
眼
前
の
現
実
の
山
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
「
山
立
て
」

と
は
、
山
の
示
現
の
こ
と
で
あ
る
」
含
風
流
の
図
像
誌
ご
と
郡
司
正
勝

が
述
べ
て
い
る
の
は
卓
見
だ
ろ
う
。
「
立
つ
」
と
は
も
ち
ろ
ん
「
顕
つ
」

の
意
味
も
合
わ
せ
も
つ
。
仮
想
の
「
山
」
が
い
か
に
重
要
で
あ
っ
た
か
は
、

主
な
次
第
の
前
に
必
ず
「
山
立
て
」
が
実
修
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
類
推
で

聖べｃ、ｒ《壺司ノ。
こ
の
「
山
」
（
す
な
わ
ち
舞
処
）
で
舞
や
湯
立
て
が
行
わ
れ
る
の
は
、

大
神
楽
か
ら
分
岐
し
た
花
祭
も
同
じ
だ
が
、
大
神
楽
の
場
合
、
舞
処
を
「
山
」

と
仮
想
す
る
だ
け
で
は
終
ら
な
か
っ
た
。
詳
細
は
不
明
だ
が
、
竈
の
そ
ば

に
山
に
見
立
て
た
「
岩
」
の
作
り
物
を
置
い
て
、
一
連
の
滑
稽
な
次
第
が

演
じ
ら
れ
て
い
る
。

ま
ず
は
「
山
た
ず
ね
」
の
段
で
、
伊
勢
、
熊
野
：
…
・
と
各
地
の
山
を
尋

へつい

ね
歩
い
た
主
人
公
は
、
最
後
に
「
と
よ
の
竈
脇
に
千
代
の
御
山
が
立
っ
て

二
仮
想
の
〈
山
〉
を
構
築
す
る
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候
」
と
竈
脇
の
「
山
」
（
岩
）
を
発
見
し
、
こ
の
山
に
は
主
が
い
る
の
か

た
し
か
め
よ
う
と
「
山
」
に
歌
を
掛
け
る
。
す
る
と
反
応
が
あ
り
、
山
の

主
が
「
さ
ん
候
」
と
応
じ
た
の
で
、
次
は
山
の
主
と
山
の
売
り
買
い
の
段

と
な
る
。
千
貫
、
百
貫
、
十
貫
…
…
と
掛
け
合
い
、
最
後
に
一
六
文
の
廉

価
で
、
山
を
買
い
取
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
あ
と
も
「
仲
人
の
こ
と
」
、
「
お

つ
わ
り
も
の
の
こ
と
」
、
「
生
ま
れ
子
」
と
し
て
婚
姻
と
出
産
の
模
擬
儀
礼

が続く。
神
子
入
り
儀
礼
「
生
ま
れ
子
」
の
た
め
の
前
段
行
事
と
し
て
、
一
連
の

「
山
」
を
め
ぐ
る
狂
言
が
案
出
さ
れ
た
わ
け
だ
。
残
念
な
が
ら
花
祭
に
は

継
承
さ
れ
ず
、
「
山
」
の
次
第
は
失
わ
れ
た
の
だ
が
、
こ
こ
で
花
祭
の
「
榊

鬼
」
を
想
起
し
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
背
中
に
山
の
シ
ン
ボ
ル
の
榊

を
付
け
た
榊
鬼
は
、
「
と
よ
の
竈
脇
に
千
代
の
御
山
が
立
っ
て
候
」
と
舞

処
に
や
っ
て
く
る
。
し
か
し
榊
鬼
は
、
里
の
神
の
奉
斎
者
た
る
禰
宜
に
年

齢
競
べ
で
も
験
競
べ
で
も
負
け
て
、
榊
、
つ
ま
り
山
を
譲
り
渡
し
、
服
属

あ
か
し

の
証
に
反
閑
を
踏
む
。
遠
い
「
お
ぼ
ろ
の
」
山
か
ら
、
竈
脇
の
「
千
代

の
御
山
」
に
や
っ
て
く
る
山
の
主
。
自
然
の
山
で
は
な
く
仮
想
の
「
山
」
が
、

こ
こ
で
も
主
役
の
座
を
得
て
い
る
の
が
知
ら
れ
よ
う
。

自
然
の
山
を
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
に
引
き
寄
せ
た
儀
礼
装
置
・
演
劇
空
間
と

し
て
の
仮
想
の
「
山
」
と
見
立
て
の
「
山
」
。
花
祭
の
「
山
立
て
」
や
「
榊

鬼
」
に
痕
跡
だ
け
を
残
し
て
消
え
た
仮
想
の
「
山
」
の
運
命
は
、
竈
中
心

の
一
元
的
な
舞
処
へ
の
変
貌
と
パ
ラ
レ
ル
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
大
神
楽
・
花
祭
に
お
け
る
仮
想
空
間
は
、
「
山
」
だ
け
で
は

な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
先
の
「
山
」
よ
り
も
徹
底
し
た
仮
想
性
を
背
負
い

三
言
葉
に
よ
る
聖
所
の
造
立

つ
つ
、
湯
立
て
儀
礼
に
お
い
て
劇
的
に
登
場
し
て
い
る
。

花
祭
を
含
む
天
龍
水
系
の
霜
月
神
楽
は
湯
立
て
神
楽
に
属
す
る
が
、
花

祭
と
他
の
霜
月
神
楽
で
は
、
湯
立
て
の
形
態
が
著
し
く
異
な
る
。
霜
月
神

楽
で
は
、
「
太
神
宮
の
湯
」
、
「
津
島
さ
ま
の
湯
」
な
ど
、
勧
請
す
る
神
ご

と
に
湯
立
て
と
舞
が
あ
り
、
湯
立
て
ｌ
舞
ｌ
湯
立
て
ｌ
舞
…
…
と
い
う
形

式
で
祭
り
は
続
い
て
ゆ
く
。
そ
れ
に
対
し
て
花
祭
の
湯
立
て
は
、
す
べ
て

の
神
々
を
集
め
て
一
回
だ
け
行
わ
れ
る
。
こ
の
一
点
集
中
型
の
湯
立
て
は
、

竈
が
舞
処
の
中
心
と
い
う
空
間
意
識
と
、
湯
立
て
の
前
／
湯
立
て
の
後
と

い
っ
た
次
第
構
成
を
決
定
付
け
た
。
そ
れ
に
与
か
っ
て
力
あ
っ
た
の
が
、

お
お
ゆ
ぶ
た

湯
釡
の
真
上
の
天
上
に
吊
ら
れ
た
切
り
紙
の
天
蓋
Ⅱ
「
大
湯
蓋
」
で
あ
る
。

か
み
み
ち

花
祭
の
シ
ン
ボ
ル
と
も
い
う
べ
き
こ
の
天
蓋
に
は
五
方
に
神
道
が
付
い
て

お
り
、
集
っ
て
き
た
神
々
は
こ
の
天
蓋
に
来
臨
す
る
。
神
楽
最
高
の
祭
具

と
い
う
べ
き
こ
れ
ら
天
蓋
（
「
び
ゃ
つ
け
」
・
「
び
や
っ
か
い
」
と
も
）
が
、

お
り
い

し
ば
し
ば
「
降
居
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
そ
れ
を
証
左
し
て
い
よ
う
。

花
祭
の
湯
立
て
は
、
竈
の
火
入
れ
か
ら
始
ま
る
一
連
の
次
第
で
、
釡
祓

が
終
る
と
い
よ
い
よ
狭
義
の
湯
立
て
と
な
る
。
花
太
夫
の
呪
法
に
よ
っ
て

浄
め
ら
れ
た
湯
を
神
々
に
献
上
す
る
の
で
あ
る
。
湯
釡
の
真
上
の
「
大
湯

蓋
」
は
、
も
う
も
う
と
立
つ
湯
煙
を
受
け
て
妖
し
く
揺
ら
め
く
の
だ
が
、

そ
の
「
降
居
」
に
集
っ
た
神
々
が
「
湯
を
召
し
た
」
と
観
じ
て
終
る
ほ
ど
、

こ
と
は
単
純
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
神
々
は
、
こ
の
「
降
居
」
で
湯
の
献

納
を
受
け
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
で
は
い
っ
た
い
ど
こ
で
？
そ
れ
を
教
え

た
て
し
だ
い
く

て
く
れ
る
の
が
「
建
師
大
工
」
と
い
う
歌
ぐ
ら
で
あ
る
。
こ
の
歌
ぐ
ら
に

よ
っ
て
、
神
が
湯
浴
み
す
る
た
め
の
「
湯
殿
」
が
五
方
に
建
立
さ
れ
る
。

そ
の
位
置
は
、
湯
蓋
と
湯
釡
の
間
だ
ろ
う
。
こ
の
中
空
に
設
け
ら
れ
た
「
湯

殿
」
に
お
い
て
神
々
は
「
湯
浴
み
」
す
る
と
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
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こ
れ
が
湯
立
て
の
核
心
と
み
て
間
違
い
な
か
ろ
う
。

驚
く
べ
き
は
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
「
湯
の
父
（
母
）
の
湯
殿
へ
渡

る
湯
衣
は
丈
が
七
尺
袖
が
六
尺
」
。
こ
う
歌
わ
れ
る
よ
う
に
湯
殿
に
降

り
立
っ
た
神
々
は
、
「
湯
の
父
・
湯
の
母
」
と
い
う
ガ
イ
ド
に
よ
っ
て
、

湯
衣
を
召
し
て
湯
浴
み
を
行
な
う
の
で
あ
る
。
現
行
の
東
栄
町
・
月
の
湯

立
て
の
場
合
、
「
湯
の
父
・
湯
の
母
…
：
．
」
の
歌
ぐ
ら
で
花
太
夫
と
補
佐

の
み
よ
う
ど
は
、
竈
の
廻
り
を
少
し
移
動
す
る
の
だ
が
、
そ
の
動
き
に
か

つ
て
の
神
親
の
姿
を
イ
メ
ー
ジ
す
べ
き
な
の
だ
。
ち
な
み
に
「
湯
の
父
・

湯
の
母
」
と
は
、
「
神
の
父
・
神
の
母
・
神
の
姉
」
と
同
じ
く
「
神
親
」

で
導
霊
と
み
て
よ
く
、
古
い
神
楽
の
詞
章
に
は
時
折
、
登
場
す
る
。
一
方
、

実
際
に
「
神
親
」
と
い
う
職
掌
を
も
つ
神
楽
も
あ
る
。
こ
の
場
合
、
神
親

と
神
子
は
、
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
「
呪
術
的
親
子
」
の
関
係
を

結
ぶ
が
、
今
は
措
く
。

さ
て
花
祭
の
湯
立
て
に
戻
ろ
う
。
も
し
「
建
師
大
工
」
や
「
神
親
」
の

存
在
を
見
過
ご
し
て
し
ま
っ
た
な
ら
、
ロ
ゴ
ス
に
よ
る
湯
殿
建
立
と
、
ガ

イ
デ
ィ
ン
グ
・
ス
ピ
リ
ッ
ト
に
よ
る
湯
浴
み
と
い
う
湯
立
て
最
高
の
場
面

を
幻
視
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
換
言
す
る
な
ら
祭
文
や
歌
ぐ
ら
の
詞
章

は
、
そ
れ
に
気
付
く
こ
と
さ
え
出
来
た
な
ら
、
儀
礼
の
深
奥
な
る
秘
密
を

明
か
し
て
く
れ
る
の
だ
。

た
と
え
ば
、
施
主
（
祭
り
の
主
催
者
）
を
祝
福
す
る
「
飾
り
物
申
付
」

と
い
う
大
神
楽
の
祭
文
も
然
り
。
「
こ
の
家
の
柱
や
家
具
や
祭
り
の
飾
り

物
が
、
浄
土
に
お
け
る
輝
か
し
い
事
物
と
な
る
」
と
い
う
内
容
で
、
や
は

り
言
葉
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
は
な
い
（
あ
る
い
は
彼
岸
的
な
）
世
界
を
現

出
さ
せ
て
ゆ
く
。
湯
殿
建
立
も
湯
の
父
・
湯
の
母
も
、
非
現
実
的
世
界
の

現
出
を
求
め
る
呪
術
行
為
と
し
て
の
言
語
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
と
き

花
祭
の
よ
う
な
湯
立
て
神
楽
と
違
っ
て
、
西
日
本
の
多
く
の
神
楽
は
湯

立
て
を
持
た
な
い
し
、
あ
っ
た
と
し
て
も
清
め
の
前
段
行
事
に
過
ぎ
な
い
。

竈
が
据
え
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
舞
殿
は
非
中
心
的
で
、
舞
殿
自
体
を
「
山
」

と
観
念
し
た
り
、
表
象
し
た
り
す
る
こ
と
も
な
い
。
舞
殿
空
間
の
観
念
的

構
築
力
は
希
薄
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
西
日
本
の
神
楽
は
、

ま
っ
た
く
別
の
様
式
と
内
的
要
請
か
ら
、
舞
殿
に
聖
な
る
磁
場
を
つ
く
り

だ
す
。
そ
の
役
割
を
特
権
的
に
担
っ
て
い
る
の
が
神
懸
り
の
舞
Ⅱ
託
舞
で

ある。ほ
ぼ
七
年
に
一
度
、
集
落
の
共
同
霊
格
Ⅱ
大
元
様
を
迎
え
て
実
修
さ
れ

お
う
ち

る
大
元
神
楽
（
島
根
県
邑
智
郡
桜
江
町
）
の
託
舞
を
み
て
み
よ
う
。
「
託

に
つ
く
」
者
、
す
な
わ
ち
神
懸
か
る
者
は
、
「
託
太
夫
」
と
し
て
三
名
選

ば
れ
る
。
神
殿
を
Ｓ
字
型
に
舞
い
廻
る
集
団
（
祭
員
）
の
列
に
託
太
夫
一

人
を
入
れ
て
、
半
ば
暴
力
的
に
ト
ラ
ン
ス
を
誘
発
さ
せ
る
。
ま
た
託
舞
の

つ
な
ぬ
き

演
目
も
、
「
六
所
舞
」
、
「
綱
貫
」
、
「
御
綱
祭
」
と
三
種
類
あ
っ
て
プ
ロ
グ

ラ
ミ
ン
グ
は
実
に
周
到
で
あ
る
。
一
人
目
に
懸
ら
な
け
れ
ば
、
二
人
目
。

二
人
目
も
駄
目
な
ら
三
人
目
：
：
：
。
自
他
強
制
の
様
式
を
舞
に
委
ね
た
託

舞
は
、
神
懸
か
っ
た
託
太
夫
（
大
元
様
）
の
託
宣
で
ク
ラ
イ
マ
ク
ス
を
迎

える。広
島
県
の
山
中
で
、
七
年
、
十
三
年
、
あ
る
い
は
三
十
三
年
に
一
度
開

ひ

ぱ

し

ん

ぱ

し

ら

催
さ
れ
る
比
婆
荒
神
大
神
楽
の
場
合
、
神
懸
か
る
役
は
一
名
の
「
神
柱
」

で
あ
る
。
群
舞
と
一
人
舞
の
違
い
は
あ
る
が
、
引
見
役
と
衆
目
の
監
視
の

中
で
変
身
さ
せ
ら
れ
る
構
造
は
、
大
元
神
楽
と
共
通
し
て
い
よ
う
。

言
葉
は
記
号
で
は
な
く
、
実
在
の
創
造
行
為
そ
の
も
の
に
な
る
。

四
舞
に
よ
る
磁
場
の
形
成
～
託
舞
の
運
動
性
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も
う
ひ
と
つ
の
類
似
点
は
、
巨
大
な
藁
蛇
が
特
異
に
し
て
重
要
な
役
割

を
果
た
す
こ
と
だ
。
大
元
神
楽
の
集
合
表
象
と
し
て
の
「
大
元
様
」
、
そ

たつ

の
シ
ン
ボ
ル
と
い
う
べ
き
「
藁
蛇
」
（
龍
）
は
、
最
初
は
祭
壇
に
と
ぐ
ろ

状
に
巻
か
れ
て
お
と
な
し
く
鎮
座
し
て
い
る
が
、
託
舞
第
二
段
の
「
綱
貫
」

で
は
、
祭
員
が
こ
の
藁
蛇
に
と
り
す
が
り
、
神
殿
を
Ｓ
字
状
に
舞
い
廻
る
。

ま
た
「
御
綱
祭
」
で
は
神
殿
に
対
角
状
に
吊
る
さ
れ
た
藁
蛇
を
ブ
ラ
ン
コ

の
よ
う
に
大
き
く
揺
ら
す
。
藁
蛇
を
用
い
た
「
綱
貫
」
．
「
御
綱
祭
」
で
あ

ろ
う
と
、
用
い
な
い
「
六
所
舞
」
で
あ
ろ
う
と
、
神
懸
か
る
と
た
だ
ち
に
吊
っ

た
藁
蛇
を
腰
の
高
さ
ま
で
下
ろ
し
、
託
太
夫
を
寄
り
か
か
ら
せ
て
託
宣
を

仰
ぐ
。
比
婆
荒
神
神
楽
で
も
、
神
柱
は
吊
ら
れ
た
藁
蛇
を
背
に
神
懸
り
の

舞
を
舞
い
、
ト
ラ
ン
ス
と
な
る
や
藁
蛇
の
背
に
も
た
ら
せ
ら
れ
る
。
巨
大

で
荒
々
し
い
藁
蛇
は
、
神
殿
の
主
と
化
す
ぱ
か
り
で
は
な
く
、
身
体
的
接

触
に
よ
っ
て
想
依
し
た
者
と
の
合
体
を
果
た
す
。
そ
の
光
景
は
鮮
烈
で
す

さ
ま
じ
い
。

と
は
い
え
厳
密
に
い
え
ば
こ
の
藁
蛇
は
、
大
元
さ
ま
や
荒
神
グ
ル
ー
プ

の
主
神
で
は
な
い
し
、
し
た
が
っ
て
御
神
体
で
も
な
い
。
で
は
な
ぜ
藁
蛇

を
作
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。
そ
の
最
大
の
理
由
は
、
舞
に
お
け
る
ト
ラ

ン
ス
を
物
理
的
に
も
視
覚
的
に
も
牽
引
す
る
た
め
に
違
い
あ
る
ま
い
。
そ

し
て
神
楽
終
了
後
に
、
大
木
な
ど
に
巻
か
れ
て
次
の
神
楽
ま
で
ム
ラ
を
見

下
ろ
し
て
い
る
藁
蛇
は
、
神
懸
り
の
呪
具
と
い
う
大
役
を
演
じ
た
か
ら
こ

そ
、
い
つ
し
か
荒
神
神
楽
の
象
徴
と
い
う
栄
誉
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
神

殿
（
大
元
神
楽
）
や
神
田
（
荒
神
神
楽
）
を
舞
い
廻
る
舞
の
運
動
性
が
長

尺
の
藁
蛇
と
い
う
姿
形
と
素
材
を
要
求
し
た
の
だ
。
御
神
体
（
の
代
役
）

で
あ
り
、
神
楽
の
ト
ー
テ
ム
で
あ
り
、
か
つ
神
懸
り
の
呪
具
と
し
て
使
わ

れ
る
藁
蛇
。
神
楽
の
ラ
ジ
カ
リ
ズ
ム
が
最
大
限
に
発
揮
さ
れ
る
場
面
と

と
こ
ろ
で
中
国
地
方
の
神
楽
と
類
似
性
を
も
ち
、
古
い
様
式
を
残
し
な

が
ら
も
九
州
の
椎
葉
神
楽
・
諸
塚
神
楽
な
ど
は
「
託
舞
」
の
よ
う
な
神
懸

り
の
演
目
を
も
っ
て
い
な
い
。
こ
こ
に
は
重
要
な
問
題
性
が
孕
ま
れ
て
い

よ
う
。
当
初
神
懸
り
の
演
目
は
あ
っ
た
が
、
や
が
て
退
転
し
た
：
：
：
？
。

周
知
の
よ
う
に
、
可
動
式
の
天
蓋
も
、
引
き
綱
で
操
作
さ
れ
て
し
ば
し
ば

神
懸
り
の
具
た
る
機
能
を
果
た
す
。
椎
葉
神
楽
も
天
上
に
天
蓋
（
「
雲
」
）

あ
り
、
舞
の
際
に
そ
れ
を
引
く
地
区
も
あ
る
が
、
か
っ
て
は
そ
れ
を
用
い

た
神
懸
り
の
次
第
が
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
な
ぜ
な
の
か
。
神
懸
り

こ
そ
、
不
可
視
の
神
霊
の
現
前
を
確
認
で
き
る
最
高
の
形
態
な
の
に
。
思

う
に
そ
れ
に
拮
抗
す
る
よ
う
な
、
別
種
の
神
出
現
の
形
態
が
あ
っ
た
か
ら

や
ま
も
り

で
は
な
い
か
。
諸
塚
神
楽
の
「
山
守
」
、
椎
葉
神
楽
の
「
宿
借
り
」
が
そ

れ
で
あ
る
。

と
し
た

宮
崎
県
東
臼
杵
郡
諸
塚
村
戸
下
神
楽
で
は
一
○
年
に
一
度
の
大
神
楽
な

い
っ
て
よ
い
。
本
来
見
え
る
は
ず
の
な
い
神
霊
の
顕
現
を
、
見
え
る
か
た

ち
に
す
る
た
め
に
、
神
楽
は
、
託
舞
に
激
越
な
様
式
で
藁
蛇
を
介
入
さ
せ

た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
妥
協
な
き
目
的
意
識
性
と
集
中
性
に
と
っ
て
、
「
自
然
」

の
聖
性
は
む
し
ろ
邪
魔
だ
ろ
う
。
か
っ
て
は
墓
地
の
上
に
作
ら
れ
た
と
い

う
神
殿
だ
が
、
そ
の
記
憶
が
薄
れ
た
と
は
い
え
、
わ
ず
か
一
間
四
方
の
空

間
が
あ
れ
ば
こ
と
足
り
る
。
三
段
構
成
の
託
舞
も
、
藁
蛇
に
よ
る
荒
神
の

神
懸
り
も
抜
か
り
な
く
準
備
さ
れ
、
そ
の
瞬
間
へ
の
プ
ロ
セ
ス
を
祭
祀
共

同
体
の
全
成
員
が
目
撃
し
、
視
認
す
れ
ば
よ
い
。
そ
こ
に
現
出
す
る
の
は
、

視
覚
の
共
同
体
で
あ
る
。

五
山
か
ら
の
来
訪
神

- ６ -



聖なる磁場の創出

中
国
地
方
の
多
く
の
荒
神
神
楽
で
は
、
な
ぜ
山
守
の
よ
う
な
草
荘
神
が

み
よ
う

生
ま
れ
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
「
名
」
を
単
位
と
し
た
祭
祀
集
団
の

性
格
に
深
く
関
わ
っ
て
い
よ
う
。
荒
神
は
「
名
」
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
藪

や
森
の
祠
な
ど
に
祀
ら
れ
て
お
り
、
人
々
は
毎
年
秋
に
地
祭
り
を
し
て
報

謝
す
る
。
年
限
の
大
神
楽
は
、
集
団
魂
（
グ
ル
ー
プ
ソ
ウ
ル
）
と
し
て
の

荒
神
、
い
わ
ば
大
文
字
の
荒
神
を
祀
る
祭
祀
で
、
神
懸
り
に
よ
る
神
霊
発

現
は
、
「
名
」
の
紐
帯
の
再
生
産
と
結
束
を
保
証
す
る
。

「
託
舞
」
、
す
な
わ
ち
舞
の
身
体
を
な
か
だ
ち
に
し
た
瀝
依
・
顕
現
は
、

一
点
集
中
型
の
緊
密
な
様
式
と
祈
念
に
よ
っ
て
し
か
実
現
さ
れ
な
い
。
荒

神
を
祖
神
と
仰
ぐ
祭
祀
集
団
内
部
へ
の
求
心
的
思
考
が
、
「
異
界
」
と
「
異

界
」
か
ら
の
旅
人
を
要
請
す
る
は
ず
は
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
省
略
し
た み

ど
に
限
っ
て
、
「
山
守
」
と
い
う
山
の
神
が
、
異
装
の
草
荘
神
と
し
て
御

こ
う
や

神
屋
を
訪
れ
る
。
笠
を
か
ぶ
り
、
山
葛
の
蓑
を
ま
と
い
、
巨
大
な
生
木
の

杖
を
携
え
て
山
か
ら
降
り
て
き
た
「
山
守
」
は
、
神
主
と
問
答
で
掛
け
合

い
、
里
人
の
仲
介
で
和
解
し
、
最
後
に
豊
穣
の
シ
ン
ボ
ル
の
杖
を
授
け
て

た
け
え
だ
お

去
る
。
椎
葉
神
楽
で
は
、
嶽
の
枝
尾
地
区
の
「
宿
借
り
」
が
そ
れ
に
当
る
。

こ
の
よ
う
な
「
山
守
型
」
の
来
訪
神
は
、
そ
の
本
質
と
形
式
に
お
い
て
、

「
託
舞
型
」
の
神
霊
発
現
と
な
じ
ま
な
い
し
、
事
実
中
国
地
方
の
神
楽
は
、

「
山
守
」
の
よ
う
な
演
目
を
伝
え
て
こ
な
か
っ
た
。

と
は
い
え
「
例
外
」
も
あ
る
。
大
元
神
楽
の
「
山
の
大
王
」
と
い
う
演

目
が
そ
れ
だ
が
、
こ
の
大
王
は
、
山
守
の
よ
う
な
荒
々
し
さ
も
威
力
も
な

く
、
神
主
役
と
滑
稽
な
問
答
を
交
す
の
み
。
自
ら
を
芸
能
化
す
る
こ
と
で
、

か
ろ
う
じ
て
山
の
精
霊
と
し
て
の
痕
跡
を
神
楽
に
留
め
た
と
思
わ
れ
る
。

＊

が
、
あ
え
て
い
う
な
ら
荒
神
祭
祀
に
お
け
る
「
異
界
」
と
は
、
祖
霊
（
荒

神
）
の
帰
属
す
る
死
者
の
国
だ
け
で
あ
る
。
異
界
（
性
）
が
死
者
霊
に
よ
っ

て
占
有
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。

そ
れ
に
対
し
「
山
守
型
」
の
来
訪
神
は
、
異
域
た
る
「
山
」
が
在
所
で
、

集
落
の
神
々
と
そ
の
秩
序
の
圏
外
に
あ
る
。
葉
擦
れ
の
音
、
な
に
か
が
御

神
屋
に
近
づ
く
気
配
：
…
。
高
ま
る
期
待
感
と
強
い
畏
怖
の
念
。
そ
う
し

た
感
覚
と
思
い
は
、
共
同
体
的
な
黙
契
・
規
範
と
い
う
よ
り
、
個
的
な
体

験
と
し
て
あ
っ
た
ろ
う
。
儀
礼
空
間
と
し
て
の
「
山
」
の
造
出
も
、
高
度

な
舞
に
よ
る
ト
ラ
ン
ス
の
発
現
も
必
要
と
し
な
い
、
限
り
な
く
「
（
山
）
人
」

に
近
似
し
た
山
の
神
出
現
の
背
後
に
、
お
そ
ら
く
人
々
は
、
「
お
ぼ
ろ
」

で
は
な
い
「
山
」
の
存
在
を
実
感
し
て
い
る
。
そ
の
威
力
と
豊
穣
性
に
浴

す
る
べ
く
、
人
々
は
、
一
○
年
に
一
度
、
山
守
と
の
対
面
を
果
た
し
て
き

た
。
山
と
山
人
に
託
さ
れ
た
他
界
感
覚
と
希
求
と
が
、
「
山
守
」
な
る
演

目
の
創
出
に
与
か
っ
て
力
あ
っ
た
は
ず
だ
。

ひ
る
が
え
っ
て
三
河
大
神
楽
は
、
百
番
を
超
え
る
巨
大
な
祭
礼
で
、
時

に
は
数
十
年
も
開
催
さ
れ
な
か
っ
た
。
何
よ
り
も
「
生
ま
れ
子
」
・
「
清
ま

り
」
・
「
浄
土
入
り
」
の
三
度
の
人
生
儀
礼
を
白
眉
と
す
る
神
楽
の
思
考
は
、

山
の
神
と
の
シ
ン
プ
ル
な
対
面
劇
を
求
め
は
し
な
か
っ
た
。
メ
タ
フ
ァ
ー

と
し
て
「
山
」
を
造
立
し
、
さ
ら
に
「
生
ま
れ
子
」
儀
礼
に
つ
な
げ
る
仕

組
み
で
、
「
山
」
が
道
具
立
て
の
一
連
の
次
第
を
考
案
し
た
。
仮
想
の
「
山
」

の
創
出
と
そ
の
演
出
に
お
い
て
大
神
楽
は
、
儀
礼
的
に
自
然
の
「
山
」
を

奪
取
し
た
と
も
い
え
よ
う
。

一
方
、
大
元
神
楽
・
荒
神
神
楽
の
場
合
、
神
楽
が
志
向
す
る
神
霊
出
現

の
場
Ⅱ
託
舞
に
お
い
て
「
山
」
の
観
念
も
イ
メ
ー
ジ
も
必
要
は
な
か
っ
た

（
た
だ
し
大
元
神
楽
に
は
、
「
山
勧
請
」
と
い
う
次
第
が
あ
り
、
ま
た
神
殿
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は
や
ま

の
東
の
柱
を
「
元
山
」
、
西
の
柱
を
端
山
と
呼
ぶ
こ
と
は
注
意
を
要
す
る
）
。

託
舞
に
あ
っ
て
神
殿
は
、
注
連
で
結
界
さ
れ
た
だ
け
の
空
間
で
あ
る
こ
と

を
や
め
、
む
し
ろ
祭
り
の
主
役
へ
と
変
貌
す
る
。
舞
の
連
続
に
よ
っ
て
神

殿
が
密
度
を
高
め
、
聖
化
の
度
合
い
を
強
め
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
と
、
神
人

が
神
懸
か
っ
て
ゆ
く
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
同
一
の
運
動
性
の
う
ち
に
あ
る
。

「
自
然
」
を
置
き
去
り
に
し
、
い
や
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
所
与
の

空
間
を
徹
底
し
て
反
自
然
的
な
聖
所
へ
と
つ
く
り
あ
げ
て
ゆ
く
Ｉ
。
舞

の
思
考
と
い
う
べ
き
も
の
だ
け
が
、
そ
れ
を
用
意
し
、
可
能
に
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
た
。
か
つ
て
大
元
神
楽
・
荒
神
神
楽
が
、
大
元
舞
・
荒
神
舞
と

呼
ば
れ
て
い
た
事
実
も
思
い
合
わ
さ
れ
て
よ
い
。

畢
寛
、
「
人
が
神
に
な
る
」
、
す
な
わ
ち
「
聖
な
る
も
の
」
の
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ

ク
な
出
現
形
式
を
、
神
楽
は
託
舞
の
運
動
性
に
お
い
て
生
み
出
た
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。

〔
付
記
〕
花
祭
に
は
、
湯
釡
真
上
の
「
湯
蓋
」
の
他
に
、
「
び
ゃ
つ
け
」
を

擁
す
る
地
区
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
「
湯
蓋
」
一
つ
だ
け
の
地
区
に

限
定
し
て
論
じ
た
。
な
お
こ
の
湯
蓋
・
ぴ
ゃ
つ
け
と
舞
処
の
空
間
構

造
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
神
楽
の
儀
礼
宇
宙
１
大
神
楽
か
ら
花
祭
へ

（
中
の
二
）
」
含
思
想
」
、
一
九
九
六
年
七
月
号
、
岩
波
書
店
）
を
参

ま
た
比
婆
荒
神
神
楽
に
つ
い
て
は
、
山
本
ひ
ろ
子
責
任
編
集
の
別

冊
太
陽
『
祭
礼
ｌ
神
と
人
の
饗
宴
』
（
二
○
○
六
年
一
月
、
平
凡
社
）

「
比
婆
荒
神
大
神
楽
’
三
十
三
年
目
の
神
懸
り
」
、
本
稿
全
体
に
関
係

す
る
拙
稿
と
し
て
は
、
「
死
者
と
精
霊
た
ち
の
祭
り
ｌ
神
楽
の
夜
の

深
淵
へ
」
（
『
怪
』
、
二
○
○
九
年
八
月
号
、
角
川
書
店
）
が
あ
る
。

（中の二）」｜

照
さ
れ
た
い
。
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