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一

は
じ
め

に

サ
ブ
テ
ー

マ
に

「特
に
南
西
諸
島
を
中
心
と
し
て
」
と
あ
り
ま
す
が
、
南
西

諸
島
と
い
う
の
は
、
九
州
と
台
湾
の
間
の
島
々
の
こ
と
で
、

つ
ま
り
種
子
島
か

ら
与
那
国
島
ま
で
の
範
囲
を
指
し
ま
す
。
こ
れ
を
琉
球
と
か
琉
球
弧
と
し
な
い

の
は
、
北
部
の
種
子
島

・
屋
久
島
が
古
来
、
琉
球
で
あ

っ
た
こ
と
は
な
い
か
ら

で
す
。
南
西
諸
島
と
い
う
言
葉
は
東
京
か
ら
見
た
言
葉
で
す
の
で
、
ど
う
も
感

心
し
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
他
に
い
い
言
葉
が
あ
り
ま
せ
ん
。
琉
球
弧
と
い

う
の
は
歯
切
れ
の
よ
い
魅
力
的
な
言
葉

で
す
が
、
文
学
的
な
表
現
で
あ
り
、
そ

の
北
辺
の
位
置
が
あ
い
ま
い
な
の
で
、

こ
れ
は
社
会
科
学
で
使

っ
て
は
な
ら
な

い
と
私
は
思

っ
て
お
り
ま
す
。

火
の
神
と
か
カ
マ
ド
神
、

こ
う
い
う
研
究
は
今
ま
で
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
て
、

　
ユ
　

(2
)

(3
)

例
え
ば
、
伊
波
普
猷
、
仲
原
善
忠
、
後

の
坪
井
で
あ
る
若
い
こ
ろ
の
郷
田
洋
文
、

　さ

な
　

　　　

そ
れ
か
ら
窪
徳
忠
氏
、
酒
井
卯
作
氏
、
大
林
太
良
氏
。

こ
う
い
う
方
々
が
優
れ

た
論
文
を
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
他
に
も
た
く
さ
ん
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま

す
。
た
だ
、
日
本
の
火
の
神

・
カ
マ
ド
神
に
関
す
る
論
文
を
読
ん
で
み
ま
す
と
、

全
体
と
し
て
混
然
と
し
て
お
り
ま
し
て
、
た
く
さ
ん
読
む
と
何
が
何
だ
か
分
か

ら
な
く
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
で
は
い
け
な
い
と
思
い
、
私
の
調
査
資
料

を
も
と
に
し
て
少
し
整
理
し
て
み
よ
う
と
考
え
た
わ
け
で
す
。
あ
ま
り
難
し
く

考
え
な
い
で
、
で
き
る
だ
け
単
純
化
し
て
、
簡
単
に
整
理
し
よ
う
と
い
う
わ
け

で
あ
り
ま
す
。

沖
縄
、
奄
美
、

こ
れ
を
私
は
琉
球
文
化
圏
と
呼
ん
で
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、

奄
美

の
北
の
ほ
う
の
ト
カ
ラ
列
島
か
ら
北
海
道
ま
で
を
ヤ
マ
ト
文
化
圏
と
呼
ん

で
い
ま
す
。
文
化
圏
と
い
う
言
葉
は
、
文
化
領
域
と
言
う
の
が
い
い
と
言
う
方

も
お
ら
れ
ま
す
が
、
ヤ
マ
ト
と
琉
球
の
場
合
に
は
、
人
も
あ
ま
り
動
か
な
い
で
、

太
古
か
ら
ず
ー
っ
と
続
い
て
来
た
文
化
が
存
在
し
、
そ
の
境
い
目
に

一
つ
の
線
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を
引
け
る
よ
う
な
状
況
で
す
か
ら
、
文
化
圏
と
呼
ん
で
差
し
支
え
な
い
の
で
は

な
い
か
と
思
う
の
で
菟
。
こ
れ
に
対

し
て
ア
イ
ヌ
の
場
合
に
は
、
か

つ
て
青
森

に
も

ア
イ
ヌ
は
い
ま
し
た
が
、
北
海
道
は
今
や
和
人
が
大
多
数
を
占
め
て
い
る

の
で
ど
こ
に
境
界
線
を
引
く
の
か
難
し
い
状
況
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
琉
球
文
化

圏
と
ヤ

マ
ト
文
化
圏
と
い
う
あ
る
程
度
明
確
に
異
な
る
二

つ
の
文
化
圏
の
火
の

神
を
比
較
す
る
と
ど
う
な
る
か
。
二

つ
の
文
化
圏
は
明
確
に
異
な
る
と
い
っ
て

も
隣
接
し
、
古
来
双
方
の
影
響
も
大
き
い
。
こ
の
比
較
の
る

つ
ぼ
の
中
に
関
係

資
料
を
た
た
き
込
ん
で
み
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
に
お
い
て
大
変
面
白
い

こ
と
が
分
か

っ
て
来
る
の
で
す
。
さ
て
、
火
の
神
は

一
体
、
ど
う
で
あ
り
ま
し
ょ

う
◎そ

れ
か
ら
、
ヤ
マ
ト

・
琉
球
の
接
点
は
ト
カ
ラ
列
島
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
琉

球
の
文
化
が
及
ん
で
い
る
し
、
又
、

ヤ
マ
ト
の
文
化
も
及
ん
で
い
る
の
で
す
。

狭
い
意
味
で
は
、
琉
球
文
化
圏
と
い
う
の
は
奄
美
を
も

っ
て
北
の
境
に
し
ま
す

が
、
広
い
意
味

で
は
ト
カ
ラ
列
島
を
境

に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
こ
で
、

火
の
神
は
接
点

の
ト
カ
ラ
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を

よ
く
見
な
が
ら
、
日
本
列
島
全
体
を
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
又
、
ア

イ
ヌ
の
火

の
神
、
東
北
の
火
の
神
あ
る
い
は
カ

マ
ド
神
と
い
う
の
は
ど
う
な

っ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
日
本
列
島
の
比
較
の
中
か
ら
火
の
神
の
形
成

に
つ
い
て
、
簡
単
に
理
解
し
て
み
た

い
と
い
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

火

の
神
信
仰
は
い
っ
た
い
い
つ
頃
か
ら
日
本
で
始
ま

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ

れ
は
大
変
な
こ
と
で
あ
り
、
又
、
愚
問
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
弥
生
人
は
火
の
神

を
祀

っ
た
も
の
だ
ろ
う
か
。
縄
文
人
は
ど
う
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
。
当
然
こ
う
い

う
疑
問
も
湧
い
て
き
ま
す
。
そ
れ
を
示
す
都
合

の
よ
い
出
土
品
は
、
な
か
な
か

あ
り
ま
せ
ん
。
本
論
で
は
そ
こ
ま
で
及
び
ま
せ
ん
が
、
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
問
題
で
す
。

ニ

ト
カ
ラ
列
島
の
火
の
神

e

北
部
、
中
部
、
南
部
の
火
の
神

ト
カ
ラ
列
島
の
火
の
神
は
、
北
部
、
中
部
、
南
部
の
別
に
よ

っ
て
少
し
違

っ

て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
ト
カ
ラ
列
島
は
七

つ
の
有
人
島
か
ら
な

っ
て
い
ま
す
。

臥
蛇
島
と
い
う
の
が
今
無
人
島
化
し
ま
し
た
が
、

こ
れ
を
含
め
る
と
八

つ
の
島

か
ら
な
る
の
で
す
。
そ
れ
ら
の
う
ち
、
北
部
と
は
口
之
島
、
中
之
島
、
臥
蛇
島

の
三
島
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
大
体
似
た
よ
う
な
民
俗
の
島
で
あ
り
、
中
部
は
平

島
、
諏
訪
之
瀬
島
、
悪
石
島
の
三
島
で
、
こ
れ
も
大
体
似
た
よ
う
な
島
々
で
す
。

南
部
は
、
小
宝
島
と
宝
島
。
諏
訪
之
瀬
島
は
い
っ
た
ん
無
人
島
化
し
た
の
で
す

が
、
そ
の
後
、
奄
美
大
島
か
ら
の
移
住
者
を
中
心
に
本
土
か
ら
の
移
住
者
も
加

わ

っ
て
い
る
の
で
、
ち
ょ
っ
と
違

っ
て
い
ま
す
。

以
上
の
う
ち
、
北
部
の
口
之
島
で
は
、
床
の
間
に
供
え
た
ア
ン
ド
ン
を
通
し

う
ち
が
み

て
火
の
神
を
拝
む
の
で
す
。
そ
の
と
き
内
神
も
同
時
に
拝
み
ま
す
。

こ
の
ア
ン

ド
ン
に
は
水
、
火
と
い
う
ふ
う
に
墨
で
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
口
之

島
で
は
新
築
の
家
に

「火
の
神
入
れ
」
を
す
る
と
き
は
、
女
性
神
役
の
ネ
ー
シ

(内
侍
)
が
床
の
間
で
琉
球
竹
の
笹
を
も

っ
て
、
お
祭
り
を
す
る
の
で
す
。
中
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之
島

で
も
床

の
間
か
ら
火
の
神
入
れ
を
し
ま
す
。
た
だ
し
こ
れ
は
口
之
島
、
中

之
島
だ
け
で
あ

っ
て
、
他
の
島
で
は
火
の
神
を
祀
る
場
所
は
ち
ゃ
ん
と
決
ま
っ

て
い
る
の
で
す
。
中
部

の
方

で
は
末

の
間

(茶

の
間
)

の
柱

の
人
の
丈
よ
り
高

い
位
置
に
板

一
枚

の
棚
を
設
け
て
、

花
瓶
と
茶
碗
を
お
い
て
あ
り
ま
す
。
傍
ら

に
琉
球
竹
の
笹
も
お
い
て
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
煤
を
払
う
も
の
で
す
が
、
同
時

に
火
の
神

へ
の
供
え
物

で
も
あ
り
ま
す
。
南
部

に
つ
い
て
は
あ
と
で
述
べ
ま
す
。

口

火
の
神
と
火
の
神
山

と
こ
ろ
が
、
中
部
の
方
で
は
も
う
ひ
と

つ
面
白
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
火
の

神
山
と
い
う
の
が
そ
う
で
す
。
そ
れ

は
母
屋
の
す
ぐ
下
手
の
、
台
所
の
近
く
の

薮
で
あ

っ
て
そ
こ
を
火
の
神
山
と
呼

ぶ
の
で
す
。
そ
こ
に
は
い
ろ
ん
な
木
が
生

え
て
お

っ
た
り
い
た
し
ま
す
。

ア
ク
チ
ギ
の
木
と
か
琉
球
竹
と
か
タ
ブ
と
か
あ

っ

て

一
定
し
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
中

に
は
木
は
な
く
て
小
石
を
盛

っ
て
し
る
し

に
し
て
祀

っ
て
あ
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
外
に
火
の
神
山

が
あ

っ
て
、
家
の
中
に
は
母
屋
の
台
所
の
近
く
の
末
の
間
に
ヒ
ノ
カ
ミ
ド
ン
と

い
う
火

の
神
が
あ
る
の
で
す
。
ヒ
ノ
カ
ミ
ド
ン
と
火
の
神
山
の
二
重
に
火
の
神

を
祀

っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
、
大
変
興
味
深
い
形
態
で
す
。
そ
れ
を
祀
る
人

は
主
婦

で
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
平
島

の
場
合

に
は
お
よ
そ
三
十
戸
ば
か
り
の
民

家
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
半
数

の
十
四
戸
で
火
の
神
山
を
祀

っ
て
い
ま
す
。

そ
の
十
四
戸
は
古
い
家
筋

で
、
毎
月

の

一
日
、
十
五
日
、
二
十
八
日
の
日
に
拝

ん
で
い
る
の
で
す
。

一
日
、
十
五
日
、

二
十
八
日
は
、
ト
カ
ラ
列
島
全
域
で
神

拝

み

の
日

に
な

っ
て
い

ま

す
。

こ

れ

ら

の

日

は

火

の
神

だ

け

で
な

く

て
、

あ

ら

ゆ

る

神

々

を
拝

む

日

で
す

。

と

こ
ろ

で
、

ど

う

し

て
火

の
神

山

が
あ

る

の

か

と

い

う

こ
と

が
問
題

で
す
が
、

簡

単

に
私

の
考

え
を

述

べ

ま
す

と

、

ま

ず

、

ト

カ

ラ
列

島

で
は

母

屋

を

オ

ー

エ

と

言

い

ま
す

。

そ

の

ほ
か

に

カ

マ
ヤ
が

あ

り

ま
す

。

そ

れ

か

ら

タ

カ

ク

ラ
が

あ

り

ま
す

。

そ

の

カ

マ
ヤ

で
も

火

は
も

ち

ろ

ん
焚

く

わ

け

で
す

。

と

こ
ろ

が

、

昔

は

カ

マ
ヤ

に
火

の
神

を

祀

っ
た

例

も

あ

っ
た

よ
う

で
す
。
今

で
は

ほ
と

ん
ど

オ

ー

エ
の
台

所

に
祀

っ
て

い
ま

す

。

こ
れ

は

屋

内

の
場

合

で
す

が

、

火

の
神

山

と

い

う

の

は
屋

外

に
祀

っ
て
あ

り

ま

す

か

ら

、

こ
れ

は
、

カ

マ
ヤ
が

成

立

す

る

前

の

火

の
神

で

は
な

い
か

と

考

え

て
お

り

ま

す

。

居

住

棟

の

オ

ー

エ
が
あ

っ
て
、

そ

し

て
大

体

暑

い
と

こ
ろ

で
す

か

ら

、

外

の
庭

に
三

つ
石

を

お

い

て
火

を

焚

き

ま

す

と

カ

マ
ヤ
も

要

ら

な

い
。

と

こ
ろ

が

、

そ

の
三

つ
石

は

の
ち

の
ち

残

る

わ

け

で
あ

っ
て
、

そ

う

い
う

も

の
を

、

オ

ー

エ
の
外

の
隅

に
整

理

し

て
祀

っ
た

の

で

は
な

か

ろ

う

か

と

思

う

の

で
す
。

石

を

祀

っ
て
あ

る

と

こ
ろ

は

あ

り

ま

す

が

、

全

部

が

全

部

で
は

あ

り

ま

せ

ん
。

ま

あ
、

こ

の
よ

う

に

火

の
神

山

の

ル

ー

ツ
を

考

え

て
み

る

の

で
す
。

そ

の
機

能

は

ど

う

か

と
言

う
と

、

ヒ

ノ
カ

ミ

ド

ン
は
家

の
中

の
火

の
神

で
す

か

ら
家

を
守

護

し

ま
す

が
、

火

の
神

山

は
、

屋

敷

を

守

護

す

る

も

の

で
す

。

拝

み
方

は
、

ま
ず

ヒ

ノ

カ

ミ

ド

ン
を

拝

ん

で
か

ら

そ

の
後

に
火

の
神

山

を

拝

む

と

い

う

順
序

で
す

。

し

か

し

、

稀

に

は

ヒ

ノ

カ

ミ

ド

ン
を

通

し

て
ち

ょ
う

ど

沖

縄

で
ト

オ

シ

ウ
ガ

ン
す

る
よ

う

に
し

て
、

火

の
神

山

を

拝

む

こ
と

も

あ

り

ま

す
。
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そ
の
拝
む
と
き
の
拝
み
方
は
両
方

の
手

の
ひ
ら
を
上

に
し
て
目
通
り
に
上
げ
て

拝
む
の
で
す
。
家

の
中
に
祀

っ
て
あ
る
ウ
チ
ガ
ミ
も
、
又
、
火
の
神
も
同
じ
よ

う
に
し
て
拝
み
ま
す
。

こ
の
拝
み
方
は
合
掌
で
は
な
く
、
拍
手

で
も
あ
り
ま
せ

ん
。
し
た
が

っ
て
仏
教

で
も
神
道
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
拝
み
方
は

実
は
沖
縄

で
も
す
る
の
で
す
。
私
は
宮
古
島
で
も
こ
う
し
て
拝
む
姿
を
見
て
感

動
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
又
、
ア
イ
ヌ
も
全
く
同
じ
よ
う
に
し
て
拝
み
ま
す
。

つ
ま
り
日
本
列
島
の
南
北
端
が
、

こ
の
よ
う
な
拝
み
方
を
す
る
わ
け
で
す
。

そ
し
て
、
琉
球
文
化
圏
内
で
見
ま
す
と
、
そ
の
南
北
端
が
こ
う
い
う
拝
み
方
を

す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
こ
れ
は
、
周
圏
論
の
立
場
か
ら
見

ま
す
と
、
非
常
に
古
い
拝
み
方
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
の
で
す
。
仏
教
が
入
っ

て
、
合
掌
し
、
又
、
神
道
が
で
き
て
拍
手
し
ま
す
が
、
そ
う
い
う
も
の
が
で
き

あ
が
る
以
前
の
日
本
の
拝
み
方
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
う
す
る
と
縄
文
人
あ
た
り
の
拝
み
方
は
こ
れ
で
拝
ん
だ
の
で
は
な
か
ろ
う
か

と
考
え
て
み
る
の
で
す
。
も

っ
と
も

イ
ス
ラ
ム
教
の
拝
み
方
も
こ
れ
と
同
じ
で
、

そ
う
な
る
と
世
界
的
な
拝
み
方
に
連
な
る
わ
け
で
す
が
…
…
。

ト
カ
ラ
列
島
の
民
家
は
田
の
字
型
を
基
本
に
し
て
、
南
側
に
縁
が
あ
り
ま
す
。

間
取
り
は
オ
モ
テ
、
ウ
チ
ネ
、
ナ
カ
ザ
イ
、
末
の
間
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、

オ
モ
テ
に
仏
壇
が
あ
り
、
ウ
チ
ネ
に
は
ウ
チ
ガ
ミ
と
ク
イ
ヤ
サ
マ

(高
倉
の
神
)

を
祀
り
、
末
の
間
に
火
の
神
を
祀

っ
て
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
縁
側
の
隅
に
は

七
島
正
月
の
と
き
だ
け
オ
ヤ
ダ

マ
と

い
う
の
を
祀
り
ま
す
。
七
島
正
月
は
旧
暦

十
二
月

一
日
か
ら
七
日
の
間
ま
で
の
期
間
で
す
。
仏
壇
は
本
来
は
仏
様
を
拝
む

た
あ
の
棚
で
あ

っ
て
、
そ
こ
に
は
先
祖
の
位
牌
は
な
い
わ
け
で
す
。
も

っ
と
も

近
年
は
位
牌
が
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。
七
島
正
月
の
オ
ヤ
ダ

マ
祭
り
の
と
き
に
は

位
牌
を
縁
側
の
隅
の
オ
ヤ
ダ

マ
の
棚
に
移
し
て
拝
み
ま
す
。
ト
カ
ラ
の
家
の
中

に
は
こ
の
よ
う
に
い
ろ
ん
な
神
や
仏
が
い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
ら
を
拝
む
順
序

は
第

一
に
ウ
チ
ガ
ミ
で
、
第
二
に
火
の
神
な
の
で
す
。

奄
美
や
沖
縄
で
は
、
ま
ず
最
初
に
火
の
神
を
拝
む
の
に
対
し
て
、
ト
カ
ラ
列

島
で
は
火
の
神
を
非
常
に
重
視
は
す
る
け
れ
ど
も
、
ウ
チ
ガ
ミ
の
次
に
拝
む
の

で
す
。
ウ
チ
ガ
ミ
は

一
体
何
か
と
言
い
ま
す
と
、
そ
れ
は
よ
そ
に
あ
る
有
名
な

神
社
や
島
内
の
位
の
高
い
神
、
そ
う
い
う
も
の
を
勧
請
し
た
神
様
で
家
族
の
守

護
神
で
す
。
ウ
チ
ガ
ミ
は
自
分
た
ち
家
族
で
拝
む
せ
い
か
、
ウ
チ
ネ
と
い
う
納

戸
に
相
当
す
る
と
こ
ろ
の
あ
ま
り
き
れ
い
で
は
な
い
部
屋
で
拝
ん
で
い
ま
す
。

火
の
神
は
家
を
守
る
神

で
す
が
、
こ
れ
は
家
族
も
建
物
も
含
む
と
い
う
よ
う
な

総
合
的
な
家
を
守
る
神
様

で
す
。
奄
美
や
沖
縄

で
は
第

一
番
目
に
拝
ま
れ
る
火

の
神
で
す
が
、
ト
カ
ラ
列
島
で
は
二
番
目
に
拝
ま
れ
、
南
九
州
に
な
る
と
、
第

一
は
仏
壇
又
は
カ
ミ
棚
、
第
二
に
ホ
ト
ケ
棚

(位
牌
棚
)、
第
三
に
火

の
神
、

(又
は
カ
マ
ド
神
、
又
は
大
黒
さ
ん
)
と
い
う
ぐ
あ
い
に
し
だ
い
に
拝
礼
順
が

あ
と
に
な

っ
て
い
き
、
火

の
神
の
神
格
が
降
下
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

日

火
の
神
の
目
、
サ
ワ
ラ
の
尾
ヒ
レ

ト
カ
ラ
列
島
の
南
部
の
方
を
見
ま
す
と
、
火
の
神
の
民
俗
は
ま
た
大
変
面
白

い
。
宝
島
で
は
、
母
屋
の
オ
モ
テ
に
あ
る
ウ
チ
ガ
ミ
の
棚
の
隅
に
火
の
神
を
祀

っ
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① カマ ド型の火の神(加 計 呂麻 島) ② カマ ドその ものを ウカマガナシと して拝
む(与 那国島)

ξ

更

③新築 の家 に火の神入れす る巫女 ④火 の神 に上 げる穂掛 けの稲
の内侍(ト カラ列島,口 之 島)(ト カ ラ列 島,宝 島)

⑤火の神 と内神を拝む ア ンドン
(トカラ列島,口 之島)

毎

多

⑥火の神 に供 えるサワラの尾 ヒレ
(トカ ラ列 島,宝 島)

⑦ ウチガ ミの拝み方
(トカ ラ列島,平 島)

49



日本 の火 の神信仰

て
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
「
火
の
神

の
目
」
と
言

っ
て
、
菱
形
又
は
三
角
形

の
目
を
半
紙
に
た
く
さ
ん
切
り
あ
け
た
旗
を
供
え
て
あ
る
の
で
す
。
そ
の
火
の

神
の
目
は
本
当
は
半
紙
に
九

つ
の
目

が
五
列
刻
ん
で
あ
る
の
で
す
。
高
倉
の
神

様
に
は
八

つ
の
目
が
五
列
あ
る
半
紙
を
上
げ
る
の
が
本
当
だ
そ
う
で
す
。
こ
れ

は
主
婦
が
作
り
ま
す
。
こ
の
火

の
神

の
目
に
似
た
旗
は
、
東
北
の
修
験
者
も
作

っ

て
魔
よ
け
に
し
て
い
る
例
が
あ
る
の
で
、

こ
の
こ
と
か
ら
も
修
験
道
的
な
も
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
の
で
す
。
だ
い
た
い
こ
れ
は
鋸
歯
紋
列
の
旗
で

あ
り
ま
す
が
、
菱
形
紋
も
や
は
り
鋸
歯
紋

で
あ
り
ま
す
。
修
験
道
的
な
も
の
は

他
に
も
ト
カ
ラ
列
島

で
検
出

で
き
ま
す
が
、

こ
こ
に
お
い
て
も
ヤ
マ
ト
の
修
験

道
が
ト
カ
ラ
列
島
に
も
及
ん
で
い
る

の
が
分
か
り
ま
す
。
ト
カ
ラ
の
火
の
神
は

偶
像
も
何

の
形
象
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
火
の
神

の
目
は
魔
祓
い
旦
ハで
あ
り
、
聖

域
表
示
具

で
あ
り
、
火

の
神
が
お
る
場
所
を
示
し
て
い
る
の
で
す
。

火
の
神
に
は
サ
ワ
ラ
の
尾
ヒ
レ
を
供
え
る
風
習
が
あ
り
ま
す
。
サ
ワ
ラ
は
大

き
な
魚

で
す
が
、
そ
れ
が
取
れ
た
と
ぎ
に
は
、
尾
ヒ
レ
を
切
り
取

っ
て
、
家
の

火
の
神
を
祀

っ
て
あ
る
と
こ
ろ
の
外

の
ほ
う
に
、
火
の
神
と
向
か
い
合
わ
せ
る

よ
う
に
し
て
、
壁

の
桟

に
差
す
の
で
す
。
こ
れ
は
シ
ビ
魚
が
取
れ
た
と
き
に
も

い
た
し
ま
す
。
大
き
な
お
い
し
い
魚
が
取
れ
た
ら
、
ま
ず
火
の
神
に
あ
げ
る
と

い
う
わ
け
で
す
。
ト
カ
ラ
列
島
で
は
牛
を
飼

っ
て
い
ま
す
が
、
牛
を
売
る
と
き

は
牛

の
し

っ
ぽ
の
毛
を
ち
ょ
っ
と
抜

い
て
、
竹
に
差
し
、
家
の
外

の
ほ
う
か
ら

火

の
神

に
供
え
ま
す
。
又
、
牛
が
行
方
不
明
に
な
る
と
、
火
の
神

の
前
に
行

っ

て
ど
こ
に
行

っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
と
尋
ね
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
宝
島

で
は

特
に
火
の
神
が
い
ろ
い
ろ
な
…機
能
を
し
て
い
る
の
で
す
。

宝
島
で
は
火
の
神
に
上
げ
る
ホ
ガ
ケ
の
稲
と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、

稲
の
先
の
ほ
う
だ
け
二
本
と

っ
て
、
そ
れ
を

一
つ
の
束
に
し
て
、
く
く

っ
て
上

げ
る
の
で
す
。
こ
れ
は
本
当
は
九
束
、
す
な
わ
ち
十
八
本
を

一
本
の
竹
に
差
し

て
上
げ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。
こ
の
結
び
方
を
ホ
ム
ス
ビ
と
言
い
、
上
げ

る
期
日
も
決
ま

っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
シ
コ
マ
の
と
き
で
す
。
シ
コ
マ
と
い
う

の
は
稲
の
初
穂
を
三
本
刈

っ
て
来
て
家
で
祝
う
初
穂
儀
礼
で
す
が
、
沖
縄

で
は

シ
チ

ュ
マ
、
奄
美
で
は
シ
キ

ュ
マ
と
言
い
、
ト
カ
ラ
列
島
で
は
シ
コ
マ
と
言
い

ま
す
。
ヤ
マ
ト
の
初
穂
儀
礼
で
は
稲
を
根
元
刈
り
し
て
上
げ
ま
す
が
、
ト
カ
ラ

.

列
島
や
奄
美

・
沖
縄
で
は
穂
の
と
こ
ろ
だ
け
切

っ
て
上
げ
ま
す
。

こ
れ
は
鎌
で

根
元
か
ら
刈
る
の
で
は
な
く
、
石
包
丁
で
上
の
穂
の
部
分
だ
け
切
り
取
る
の
で

あ

っ
て
、
古
い
時
代
の
稲
刈
り
法
を
今
も
残
し
て
い
る
わ
け
で
、
非
常
に
興
味

深
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
シ
コ
マ
は
稲
シ
コ
マ
の
ほ
か
に
麦

シ
コ
マ
も
あ

り
ま
す
。

画

ネ

ー

シ

(内

侍

)

と
火

の
神

、

日

の
神

宝

島

で
は

「
火

の
神

が

か

り
」

と

い

う
言

葉

が

あ

り

ま

す
。

火

の
神

が

か

り

と

い
う

の
は

、

火

の
神

が

か

か

っ
て

い

る

そ

の
期

間

と

い
う

こ
と

で
、

そ

の
間

、

火

の
神

を

拝

む

と

い
う

こ
と

に

な

る

の

で

す
。

そ

の
と

き

に
、

島

の

シ

ャ
ー

マ

ン
で
か

つ
プ

リ

ー

ス
ト

で
あ

る

巫
女

さ

ん

す

な

わ

ち

内

侍

が

祭

り

を

し

ま

す

。

宝

島

と

小

宝

島

で
は

、

内
侍

を

ヌ
ー

シ
と

言

い
、

他

の
島

で
は

ネ

ー

シ
と

言

い
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ま
す

。

と

こ
ろ

が

宝

島

で

は

ヌ

ー

シ

の

ほ
か

に
キ

ミ
ガ

ミ
と

い
う
神

女

も

い

ま

す

。

沖

縄

の
本

家

筋

の
家

の
娘

で
あ

る

二
ー
ガ

ン
と

同

じ

性
格

の
女

性

で
す

。

こ
う

い

う
人

達

が
選

出

さ

れ

て
祭

り

を

い
た

し

ま

す
。

そ

の
祭

り

の
内

容

は
、

各

戸

を

巡

拝

し

、

火

の
神

の
目

な

ど

も
拝

ん

で
回

る

こ
と

で
す

。

そ

の
と

き

火

の
神

の
目

を

作

る

の

は
、

旧
暦

十

一
月

二
十

七

日

で
、

そ

の

日

に

は
各

家

の
主

婦

は

煤

払

い

の
琉

球

竹

の
笹

竹

と

、

火

の
神

の
目

を

神

棚

に
上

げ

て
、

里

芋

を

供

え

ま

す

。

ヌ

ー

シ

の
成

巫

儀

礼

と

し

て
、

宝

島

で

は
面

白

い
儀

式

が

あ

り

ま

す

。

そ

れ

は
火

の
神

と

関

係

が

あ

り

ま

す

が

、

そ

の
式

を

ヌ

ー

シ

の

シ

バ
カ

ブ

リ

と

言

い

ま
す

。

ヌ
ー

シ
と

キ

ミ
ガ

ミ
、

そ
れ

に
男

神

役

の

タ

ユ
ー

(
太

夫

)

も

参

加

し

て
行

わ

れ

る

の

で
す

。

シ

バ
と

い
う

の
は

琉

球

竹

の
笹

で
、

そ

れ

を

頭

に
戴

い

て
、

そ

し

て

四
方

に

も

立

て
回

し

、

逆

さ

に
し

た

日

の
上

に
腰

掛

け

て
、

そ

し

て
扇

を

持

っ
て
祭

り

を

す

る

の

で
す

。

そ

の
と

き

に

ヌ

ー

シ
、

キ

ミ

ガ

ミ
、

そ

れ

か

ら

シ

バ
を

被

る
新

し

い

ヌ

ー

シ
、

こ

の
三

人

が

、

「
エ
ー

へ
ー

ト

ー

ヤ

、

エ
ー

ヘ
ー

ト

ー

ヤ
」

と
言

い

な

が

ら

三

角

形
状

に
地

面

を

回

る

の

で
す

。

三
角

を

描

く

と

い

う

こ

と

も
、

面
白

い

こ
と

で
、

鋸

歯

紋

を
描

く

わ

け

で
す

。

日
本

の
神

田

は
三

角

田

が
多

い

で
す

が
、

そ

れ

を
庭

で
実

演

す

る

の
で
す
。

こ
れ
は
、

ヌ

ー

シ

の
成

巫

儀

礼

で
、

こ

れ

を

も

っ
て
、

新

し

い

ヌ
ー

シ

が
誕

生

す

る
と

い

う

わ

け

で
す

。

こ

の

こ
と

を

カ

ミ
ダ

シ

と
も

言

い
、

生

き

神

が

新

し

く

そ

こ

に

出

現

し

た

こ
と

を

意

味

し

ま

す

。

同

じ

シ

バ
カ

ブ

リ

の

こ
と

を

、

悪

石

島

で

は

オ

ヤ

ビ

マ

ツ
リ
と

言

い
ま

す
。

オ
ヤ
ビ
に
つ
い
て
は
い
ろ
ん
な
説
が
あ
り
ま
す
が
、
親
子
の
親
に
太
陽
の
日
、

つ
ま
り
親
日
祭
り
と
解
す
る
の
が
よ
い
よ
う
で
す
。

こ
れ
は
、
旧
暦
四
月
と
旧

暦
八
月
と
あ

っ
て
村
の
ネ
ー
シ
と
、
浜
の
ネ
ー
シ
が
現
れ
て
、
村
の
ネ
ー
シ
が

太
陽
を
背
に
し
て
日
元
の
ほ
う
に
座
り
、
浜
の
ネ
ー
シ
が
日
下

の
方
に
座
り
ま

す
。

こ
う
し
て
向
か
い
合
い
、
そ
の
間
に
若
い
新
し
い
ネ
ー
シ
を
立

て
て
、
そ

し
て
、
祭
り
を
行
い
ま
す
。
こ
の
と
き
も
ネ
ー
シ
が
全
戸
の
火
の
神
を
巡
回
い

た
し
ま
す
。
こ
の
式
は
新
ネ
ー
シ
の
太
陽
と
の
初
面
会
の
日
な
ん
だ
そ
う
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
ネ
ー
シ
の
成
巫
儀
礼
は
太
陽
と
深
い
関
係
を
持

っ
て
お
り
、
同

時
に
火
の
神
と
深
い
関
係
を
持

っ
て
い
る
の
で
す
。
ト
カ
ラ
列
島
で
は
そ
う
い

う
ふ
う
に
祭
り
が
展
開
さ
れ
て
い
き
、
そ
し
て
内
侍
に
よ
る
屋
内
の
火
の
神
巡

拝
が
行
わ
れ
ま
す
。
奄
美
で
は
赤
子
の
初
外
出
は
太
陽
と
の
初
め
て
の
面
会
式

と
も
い
う
べ
き
天
拝
み
式
に
な

っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
ト
カ
ラ
の
新
ネ
!
シ

の
太
陽
と
の
面
会
式
と
通
ず
る
も
の
が
あ

っ
て
、
注
目
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

こ
の
火
の
神
と
太
陽
の
日
の
神
の
関
係
は
大
変
面
白

い
問
題
で
す
が
、
ど
う

も
は

っ
き
り
し
な
い
点
が
多
い
よ
う
で
す
。
沖
縄
の
場
合
も
、

『
琉
球
国
由
来

記
』
な
ど
に
い
ろ
い
ろ
書
か
れ
て
お
り
ま
す
し
、
ま
た
、

一
般

に
も

ニ
ラ
イ

・

カ
ナ
イ
か
ら
太
陽
が
現
れ
、
家
で
使
う
火
と
同
根
の
も
の
の
よ
う
に
言
わ
れ
て

い
た
り
し
ま
す
。
同
時
に
本
土
の
ほ
う
で
も
天
道
信
仰
の
問
題
も
あ
り
ま
す
。

一
般
的
な
天
道
信
仰
は
ト
カ
ラ
列
島
を
南
限
に
し
て
、
ヤ
マ
ト
文
化
圏
に
広
く

あ
る
の
で
す
が
、
た
だ
、
沖
縄
の
場
合

で
も
太
陽
を
テ
ィ
ダ
ガ
ナ
シ
す
な
わ
ち

天
道
さ
ま
と
言

っ
て
い
る
の
で
、
や
は
り
天
道
信
仰
が
入

っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
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さ
ら
に
天
守
閣
の
問
題
も
私
は
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。

天
守
閣
で
は
何
を
祀
る
の
か
。
全
国

の
天
守
閣
を
二

つ
三

つ
見
た
の
で
す
け
れ

ど
も
、
ど
う
も
復
元
し
た
も
の
ば
か
り
で
は
っ
き
り
分
か
り
ま
せ
ん
。
天
守
閣

と
太
陽
信
仰
は

一
体
ど
う
な
る
ん
だ

ろ
う
。
こ
れ
は
、
中
国
の
道
教
的
な
立
場

か
ら
考
え
た
ら
ど
う
な
ん
だ
ろ
う
と

い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
ど
う

も
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。

三

沖
縄

・
奄
美

の
火

の
神

e

、沖
縄
の
火
の
神

①
火
の
神
の
諸
相

　

　

　

　

　

沖
縄
の
火
の
神
は
、
ウ
ミ
チ
ム
ン
す
な
わ
ち
お
三

つ
も
ん
、
そ
れ
か
ら
ウ
カ

マ
ガ
ナ
シ
、
ヒ
ヌ
カ
ン
。

こ
の
よ
う
な
呼
称
が

一
般
的

で
あ
り
ま
す
が
、
特
徴

的
な
の
は
、
通
し
火

の
神
が
あ
る
と

い
う
こ
と
で
、
火

の
神
を
仲
介
し
て
、
ど

こ
か
に
向
か

っ
て
祈
る
と
い
う
通
し

ウ
ガ
ン
が
あ
り
ま
す
。
火
の
神

の
諸
相
は

図
に
示
し
た
よ
う
に
、
い
ろ
ん
な
形
態
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
不
完
全
な
も
の

で
す
け
れ
ど
も
、
段
階
的
に
こ
う
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
て
書

い
て
見
た
も

の
で
す
。

②
家

レ
ベ
ル
の
火
の
神
と
村

レ
ベ
ル
の
火
の
神

沖
縄
の
場
合
は
、
家

レ
ベ
ル
の
火

の
神
は
台
所
に
今
で
は
祀

っ
て
あ
り
、
村

レ
ベ
ル
の
火
の
神
は
、
同
族
の
場
合

や
門
中
の
場
合
、
あ
る
い
は
村
落
の
場
合

と
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
聖
な
る
建
物
で
あ
る
ア
サ
ギ
に
祀

っ
て
あ
る
例
が

図 琉球の火の神の変遷
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多
い
。
ア
サ
ギ
で
は
大
概
二

つ
、
ウ
ミ
チ
ム
ン
が
並
ん
で
い
ま
す
。
聞
い
て
み

ま
す
と

一
方
は
ア
サ
ギ
を
守
る
守
護
神
の
火
の
神
で
あ

っ
て
、
も
う

一
方
は
通

し
火
の
神
だ
と
言
い
ま
す
。
こ
れ
ら

は
三
個
の
石
を
お
い
た
も
の
で
文
字
通
り

　

　

　

　

　

お
三

つ
も
ん
で
す
。
こ
の
他
に
ウ
タ
キ
の
火
の
神
の
こ
と
が
由
来
記
に
あ
り
ま

す
が
、
ウ
汐
キ
の
火
の
神
と
い
う
の
は
、
宮
古

・
八
重
山
に
は
少
な
く
て
、
沖

縄
本
島

の
ほ
う
に
多
い
の
で
あ
り
ま
す
。
沖
縄
の
場
合
に
は
そ
も
そ
も
琉
球
王

朝
の
祭
祀
で
火
の
神
が
重
視
さ
れ
て
、
例
え
ば
王
府
の
火
鉢
が
大
変
重
視
さ
れ

て
い
る
よ
う
で
す
が
、
火
の
神
信
仰
が
そ
の
宗
教
組
織
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
、

ウ
タ
キ
の
火

の
神
も
、
由
来
記
に
ち

ゃ
ん
と
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し

て
各
地
の
拝
所
や
ア
サ
ギ
の
火
の
神
と
い
う
具
合
に
、

ノ
ロ
が
関
与
す
る
祭
り

に
は
火
の
神
が
必
ず
あ
る
と
い
う
ぐ
あ
い
に
、
宗
教
組
織
と
火
の
神
が
、
混
然

一
体
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

口

奄
美
の
火
の
神

①
火
の
神
の
諸
相

さ
て
、
奄
美
の
場
合
は
ど
う
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
奄
美
の
火
の
神
の
諸
相

　

　

　

　

り

は

、

ま

ず

ウ

ミ

チ

ム

ン
す

な

わ
ち

お

三

つ
も

の
。

そ
れ

か

ら

ウ

カ

マ
ガ

ナ

シ
、

ヒ

ニ
ャ

ハ

ン
ガ

ナ

シ
、

ヂ

ロ
ノ

カ

ミ
、

こ

う

い

う
呼

称

等

が

あ

り

ま

す

。

ま

た

い

ろ

い

ろ
な

形

態

が

あ

り
ま

す

。

面

白

い

の

は

ヂ

ロ
ノ

カ

ミ

で
す

。

そ

れ

は

カ

マ
ド
を

小

さ

く

し

た

模

型

の
火

の
神

で
現

在

で
も

あ

ち

こ
ち

に
あ

り

ま

す
。

そ

れ

と

も

う

一
つ
は

、

図

の
奄

美

②

イ

の
よ

う

に
実

際

の
カ

マ
ド

の
正

面

の
左

右

に

三

つ
の
丸

印

を

つ
け

て
、

カ

マ
ン

ツ

ラ
と

言

っ
て

い

る
火

の
神

、

そ

れ

は

火

吹

き

竹

な

ん
か

で
三

つ
の
丸

印

を

押

し

て
あ

る
も

の

で
、

徳

之

島

の

あ

ち

こ
ち

で
見

ら

れ

た

の

で
す

が

、

最

近

は

台

所

改

善

で
見

ら

れ

な

い
状

況

で
す

。

喜

界

島

で

は
紙

を

人

形

型

に
切

っ
て
、

そ

れ

を

グ

ヨ

ー

テ

ー
と

言

い
、

そ

の
グ

ヨ
ー

テ

ー
を

ヂ

ロ
の
隅

に
、

あ

る

い

は

カ

マ
ド

の
後

ろ

に
供

え

て

い
ま

す

。

こ
れ

は

非

常

に
特

色

が

あ

る

け

れ

ど

も
、

紙

型

を
切

っ
て
火

の
神

に
す

る

の

は
実

は

ヤ

マ
ト
的

な

も

の

で
す
。

喜

界

島

に

は
他

に

も
、

ヤ

マ
ト

の
文

化

が

、

た

く

さ

ん

ス

ト

レ

ー
ト

に

入

っ
て

い

る
傾

向

が

あ

り

ま
す

。

②

家

レ
ベ

ル
の
火

の
神

と
村

レ
ベ

ル

の
火

の
神

奄

美

の
家

レ
ベ

ル

の
火

の
神

と

村

レ
ベ

ル

の
火

の
神

の
場

合

に

つ
い

て
述

べ

ま

す

と
、

ま
ず

、

家

レ
ベ

ル

の
場

合

に

は
、

い

わ

ゆ

る

カ

マ
ヤ

で
あ

る

ト

ー
グ

ラ
に

祀

っ
て

あ

る
火

の
神

が

あ

り

ま

す

。

徳

之

島

な

ど

で

は
、

松

山

光

秀

氏

に

よ

る

と
、

ト

ー
グ

ラ

に
祀

っ
て
あ

る
火

の
神

と

そ
れ

か

ら
母

屋

に

祀

っ
て
あ

る

火

の
神

と
両

方

あ

っ
て
、

母

屋

は
、

ヂ

ル

(
い

ろ

り
)

に
あ

っ
た

り

し

ま

す

け

れ

ど
も

、

や

は
り

こ
れ

は

ト

ー
グ

ラ
の
神
を

第

一
に
拝

む

の
だ

そ

う

で
す

。

ト

ー

グ

ラ

の
火

の
神

が

、

屋

内

神

の
出

発
点

で
あ
る

と

い
う

こ
と

に
な

り
ま
す

。
も

っ

と

も

最

近

は

そ
れ

も

母

屋

の
台

所

に
収

納

さ

れ

る
傾

向

が

強

い

よ

う

で
す

。

面

白

い

の

は
、

奄

美

で
は

火

の
神

を

ウ
チ

ガ

ミ
と

言

う

と

こ

ろ
が

あ

り
ま

す

。

特

に
奄

美

大

島

で
そ

う

言

い
ま

す

が
、

主

婦

の

こ
と

も

ウ

チ
ガ

ミ
と
言

う

の

で
す

。

夫

が

「
う

ち

の

ウ

チ
ガ

ミ

が

…

…
」

と

い
う

ふ

う

に
話

す

と

き

は

そ

の
妻

の

こ

と

を

を

話

し

て

い
る

の

で
す

。

主

婦

が
火

の
神

を

祀

る

か

ら

そ

う

い
う

わ

け

で
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あ

っ
て
、
火
の
神
が

一
番
大
事
な
ウ
チ
ガ
ミ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ト
カ
ラ
列
島
の
ウ
チ
ガ
ミ
は
家
の
外
か
ら
勧
請
し
た
高
神

の
こ
と
で
す
が
、
奄

美

の
場
合

に
は
昔
か
ら
屋
内
に
お
る
火
の
神
の
こ
と
で
す
か
ら
、
ウ
チ
ガ
ミ
は

ウ
チ
ガ
ミ
で
も
ト
カ
ラ
列
島
の
場
合
と
意
味
が
違
う
の
で
す
。

ま
た
、
村
レ
ベ
ル
の
場
合
は
、
祭
祀
家
屋
の
ト
ネ
ヤ
に
も
火

の
神
を
祀

っ
て

か
に
ゅ
う

す

こ

も

あ

だ

ち

あ
り
ま
す
。
例
え
ば
加
計
呂
麻
島
の
嘉
入
や
須
古
茂
、
阿
多
地
な
ど
の
ト
ネ
ヤ

が
そ
う
で
す
。
そ
れ
は
粘
土
製
の
小
さ
い
カ
マ
ド
型
の
も
の
や
、
香
炉
と
湯
飲

み
だ
け
の
も
の
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

ト
ネ
ヤ
は
祭
り
の
い
ろ
い
ろ
な
料
理
を
作

る
場
所
で
す
。
村

レ
ベ
ル
の
場
合
、
加
計
呂
麻
島
の
芝
と
い
う
村
落
な
ど
で
は
、

村
の
上
の
山
に
秋
葉
神
を
祀

っ
て
神
社
化
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
昔
、
火
災
が

あ

っ
た
か
ら
祀

っ
た
の
で
す
が
、
ヤ

マ
ト
の
秋
葉
信
仰
も
こ
う
し
て
し
だ
い
に

入

っ
て
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は

一
般
的

で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

日

ま
と
め
1
琉
球
の
火
の
神
の
特
色

さ
て
、
沖
縄

・
奄
美
す
な
わ
ち
琉
球
の
火
の
神
の
特
色
を
ま
と
あ
て
み
ま
す

と
、
沖
縄
も
奄
美
も
火
の
神
信
仰
が
非
常
に
盛
ん
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

屋
内
の
神
々
の
中
で
第

一
番
に
拝
む
、
そ
れ
ほ
ど
大
事
な
神
で
あ
り
ま
す
。
し

か
し
、
沖
縄
と
奄
美
で
は
少
し
違
う
よ
う
で
す
。
例
え
ば
、
こ
れ
は
中
国
系

の

信
仰
だ
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
火
の
神

が
天
に
上

っ
て
家
族
の
こ
と
を
告
げ
る
と
、

十
二
月
二
十
四
日
に
上
り
、

一
月
の
四
日
に
天
か
ら
下

っ
て
来
て
天
帝
の
意
向

を
伝
え
る
と
い
う
上
天
下
天
の
こ
と
が
、
沖
縄
で
は
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
奄
美

で
は
与
論
島
、
沖
永
良
部
島
ま
で
は
そ
れ
が
若
干
認
め
ら
れ
る
の
で
す
が
、
北

大
島

の
ほ
う
は
な
い
の
で
す
。
そ
の
北
隣
り
の
ト
カ
ラ
で
も
言
い
ま
せ
ん
。
又
、

通
し
火
の
神
、
そ
う
い
う
も
の
も
奄
美
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
御
岳
の

火
の
神
の
よ
う
に
火
の
神
と
し
て
正
式
に
祀
る
の
は
な
い
よ
う
で
す
。

し
た
が

っ
て
、
琉
球
文
化
圏
の
中
で
も
、
沖
縄
本
島
を
中
心
と
し
た
、
別
言

す
れ
ば
首
里
王
府
を
中
心
と
し
た
地
域
の
火
の
神
信
仰
と
、
そ
の
外
周
り
の
奄

美
の
火
の
神
信
仰
と
は
若
干
違
う
の
で
あ
り
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
首
里
の
方

が
発
達
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
奄
美
の
方
は
ま
だ
首
里
ほ
ど
発
達
し
て
い
な

い
。
逆
に
見
れ
ば
、
奄
美
の
火
の
神
信
仰
こ
そ
、
い

っ
そ
う
古

い
火
の
神
信
仰

を
残
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
と

沖
縄
で
は
火
の
神
信
仰
が
ノ
ロ
の
宗
教
組
織
に
組
み
込
ま
れ
て
発
達
し
て
い
る

が
、
こ
れ
は
奄
美

の
場
合

で
も
ノ
ロ
を
中
心
と
し
た
村

の
祭
祀
組
織
の
中
に
組

み
込
ま
れ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
余
り
発
達
せ
ず
、

一
般
家
庭
で
の
火
の
神
信

仰
の
形
態
と
差
し
て
変
わ
り
は
な
い
と
い
う
状
況
で
す
。

四

南
九
州
の
火
の
神

e

火
の
神
の
諸
相

(火
の
神
、
オ
カ
マ
サ
マ
、
他
)

南
九
州
で
は
、
こ
れ
は
種
子
島

・
屋
久
島
か
ら
そ
う
な
ん
で
す
が
、
琉
球
文

化
圏
の
場
合
と
は
違

っ
て
来
ま
す
。
た
だ
し
、
種
子
島
で
は
火
の
神
信
仰
が
非

常
に
盛
ん
で
す
。
種
子
島
で
は
仏
様
の
次
に
火
の
神
を
拝
み
ま
す
。
火
の
神

の
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棚
は
台
所
も
し
く
は
茶
の
間
の
隅
の
高
い
所
に
板
を

一
枚
打
ち
付
け
て
あ
っ
て
、

そ
れ
に
花
瓶
と
湯
飲
み
を
お
い
て
あ

る
と
い
う
形
で
す
。
火
の
神
様
と
言

っ
て

い
ま
す
。
三
宝
荒
神
と
い
う
の
は
、
種
子
島
に
は

一
部

に
は
入
っ
て
い
ま
す
が
、

全
般
に
は
入

っ
て
い
ま
せ
ん
。
屋
久
島
も
同
様
で
す
。

と
こ
ろ
が
南
九
州
、
薩
摩
半
島

・
大
隅
半
島
に
な
り
ま
す
と
、
三
宝
荒
神
あ

る
い
は
荒
神
と
称
し
ま
し
て
、
お
札

を
貼
る
と
い
う
習
俗
が
広
く
入

っ
て
来
ま

す
。
そ
し
て
竈
の
そ
ば
に
祀
る
神
を
火
の
神
と
言
わ
な
い
で
、
オ
カ
マ
サ
マ
と

言
う
と
こ
ろ
が
多
い
。
も

っ
と
も
火

の
神
と
称
す
る
と
こ
ろ
も
点
々
と
あ
り
ま

す
。
又
、
ヒ
ノ
カ

ン
コ

(火
の
神
講
)
と
い
う
の
が
行
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
火

災
除
け
の
講
で
す
が
、
ア
ッ
ク
ワ
コ

(秋
葉
講
)
や
ア
タ
ゴ

コ

(愛
宕
講
)
も

広
く
分
布
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
火

の
神
の
し
る
し
は
御
幣
を
切

っ
て
、
カ
マ

ド
の
そ
ば
に
供
え
る
と
い
う
形
式
が
多
い
。
火
の
神
の
御
幣
は
、
薩
摩
大
口
あ

た
り
で
は
半
紙
を
人
形
型
に
切

っ
て
竹
に
差
し
て
あ
り
ま
す
。
オ
カ
マ
サ
マ
の

御
幣
も
他
の
御
幣

の
形
と
は
切
り
方
を
少
し
違
え
て
あ
り
ま
す
。
大
口
で
は
火

の
神
と
オ
カ
マ
サ

マ
は
別
に
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
な
半
紙
の
御

幣
を
切
る
と
い
う
の
が
喜
界
島
に
も
影
響
し
て
、
先
程
述
べ
た
よ
う
な
人
形
型

の
ヒ
ヌ
カ
ン
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

口

村
レ
ベ
ル
の
火
の
神
諸
相

南
九
州
の
村
レ
ベ
ル
の
火
の
神
に

つ
い
て
述
べ
ま
す
と
、
こ
れ
は

一
族

の
場

合
も
あ
り
ま
す
が
、
例
え
ば
薩
摩
半
島

の
山
川
町
成
川
と
い
う
と
こ
ろ
で
は
、

ウ
ッ
ガ
ン
マ
ッ
イ

(内
神
祭
り
)
と
火
の
神
祭
り
を

一
緒
に
し
て
、
そ
の
家
を

中
心
と
し
て

一
族

で
祀

っ
て
い
ま
す
。
又
、
先
ほ
ど
述
べ
た
火
の
神
講
や
秋
葉

講
と
か
愛
宕
講
、
こ
う
い
う
も
の
が
入
り
込
ん
で
い
て
、
そ
れ
を
村
で
、
あ
る

い
は

一
族
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
を
中
心
に
し
て
開
催
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
、

こ
の
状
況
は
本
州
に
つ
な
が

っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

五

ヤ
マ
ト
文
化
圏
の
火
の
神
諸
相

ヤ
マ
ト
文
化
圏
は
広
義
に
は
種
子
島

・
屋
久
島
か
ら
北
海
道
ま
で
を
含
み
ま

す
が
、
こ
こ
で
は
ア
イ
ヌ
を
考
慮
し
て
青
森
ま
で
の
範
囲
と
し
ま
し
ょ
う
。
ヤ

マ
ト
文
化
圏
の
火
の
神
の
諸
相
と
し
て
は
火
の
神
の
呼
称
も
あ
れ
ば
、
秋
葉
神

も
あ
り
、
愛
宕
神
も
あ
り
、
講
も
盛
ん
に
行
わ
れ
、
三
宝
荒
神
も
荒
神
も
あ
る

と
い
う
ぐ
あ
い
に
に
ぎ
や
か
で
す
が
、
例
え
ば
東
北

の
特

に
宮
城
県
を
中
心
と

　　
　

し
た
地
域
に
、
特
色
の
あ
る
カ
マ
ガ
ミ
が
あ
り
ま
す
。
カ
マ
オ
ト

コ
と
も
言
い

ま
す
が
、
恐
ろ
し
い
顔
を
粘
土
で
作

っ
て
、
土
間
の
カ
マ
ド
の
上

に
お
い
て
あ

り
ま
す
。
そ
れ
は
必
ず
入
り
口
の
ほ
う
に
向
け
て
置
く
の
だ
そ
う
で
す
。
そ
の

こ
と
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
火
の
神
の
性
格
と
い
う
の
は
非
常
に
降
魔
的

な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
入
り
口
か
ら
悪
魔
が
入
ら
な
い
よ
う
に
と
い
う
、

そ
う
、い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
岡
山
県
あ
た
り
で
私
も
実
際
見
た
の
で
す
が
、
そ
の
辺
で
は
土
公
神

信
仰
が
盛
ん
で
す
。
土
公
神
は
中
国
系

の
神
様
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
こ
で

は
オ
ド
ク
ウ
サ

マ
と
言

っ
て
、
カ
マ
ド
神
化
し
、
台
所

の
カ

マ
ド
の
と
こ
ろ
に

鉐
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①火 の神 の目(ト カ ラ列島,悪 石島) ②火 の神(薩 摩,知 覧)

③ 小 さな火 祭 りの パチパ チ
の木 を持 っ(屋 久 島)

④大 きな火祭 りの鬼火焚 き
(屋久島)

⑤火 の神(大 隅,佐 多)

⑥火の神御 幣(左)と 山の神御 幣(右)(薩摩
,大 口市)

⑦ オカマサマ御 幣(薩 摩,大 口市)
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ヤ
シ
ロ
型
の
箱
を
お
い
て
、
そ
こ
に
祀

っ
て
あ
る
の
を
よ
く
見
ま
す
。
カ
マ
ド

と
言
い
ま
す
と
カ
マ
ド
山
信
仰
も
各
地
に
あ
り
ま
す
。
山

の
上
に
大
き
な
岩
が

あ
.て
、
そ
れ
が
天
の
神
様
の
鍋
を
煮

る
と
こ
ろ
で
あ
る
な
ど
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
有
名
な
の
は
太
宰
府
の
竈
門
山
と
竈
門
神
社
で
す
。
そ
れ
か
ら
薩
摩
の

金
峰
山
。
そ
ん
な
の
は
種
子
島
の
浦

田
神
社
の
神
山
に
も
あ

っ
て
、
御
神
体
が

巨
大
な
三

つ
の
岩
か
ら
な

っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
カ
マ
ド
型
信
仰
は
日
本
全

国
あ
ち
こ
ち
に
見
ら
れ
る
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
の
信
仰
は
古
代
か
ら
あ
る
と

い
う
こ
と
で
、
沖
縄
の
オ
ミ
ツ
モ
ン
と
も

つ
な
が
る
古
層
文
化
だ
と
思
わ
れ
ま

す
。

六

ア
イ

ヌ
の
火

の
神

藤
本
英
夫
氏
に
よ
る
と
、

ア
イ
ヌ
は
墓
場
に
死
体
を
埋
葬
す
る
と
き
に

一
人

の
女
が

つ
い
て
行

っ
て
、
墓
場
の
と

こ
ろ
で
火
を
焚
く
の
で
す
が
、
埋
葬
が
済

　　
　

む
ま
で
火
を
焚
き
続
け
る
の
だ
そ
う

で
す
。
ま
た
ア
イ
ヌ
の
場
合
は
、
埋
葬
し

た
付
近
に
二
度
と
行
か
な
い
と
い
う
遺
棄
葬
的
埋
葬
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
遺
棄

葬
的
埋
葬
は
南
西
諸
島
の
遺
棄
葬
的
風
葬
と
よ
く
共
通
す
る
し
、
遺
棄
葬
は
日

本
列
島
の
葬
法
の
ベ
ー
ス
を
な
す
も

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

女
が
埋
葬
の
間
火
を
焚
く
と
い
う
こ
と
は
、
お
盆
に
焚
く
迎
え
火
、
送
り
火

と
も

つ
な
が

っ
て
来
ま
す
し
、
も

っ
と
広
く
い
え
ば
、
正
月
の
鬼
火
な
ど
と
も

つ
な
が

っ
て
来
る
と
思
う
の
で
す
。
私

は
こ
れ
を
ご
く
簡
単
に
言
い
ま
し
て
、

盆
の
火
の
迎
え
火
、
送
り
火
も
祖
霊
を
案
内
す
る
目
印
な
ん
て
い
う
も
の
で
は

な
く
て
、
正
祖
霊
に
伴

っ
て
や
っ
て
来
る
悪
霊
を
、
あ
る
い
は
祖
霊
そ
の
も
の

を
も
含
あ
ま
し
て
、
こ
の
世
に
う
ろ
ち
ょ
ろ
し
て
い
る
霊
を
焼
く
の
だ
と
思
う

の
で
す
。
元
は
祖
霊
そ
の
も
の
も
余
り
漱
迎
さ
れ
ざ
る
霊
で
は
な
か

っ
た
か
と

も
思
い
ま
す
。
し
た
が

っ
て
、
盆
や
正
月
の
火
は
悪
霊
を
焼
く
火
で
あ
り
、

ア

イ
ヌ
の
場
合
も
悪
霊
を
焼
く
火
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
す
。
そ
れ
は
悪
い
作
用

を
生
者
に
与
え
る
悪
い
霊
を
焼
く
わ
け
で
す
が
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
た
方
が

い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
の
で
す
。

七

大
き
な
火
祭
り
と
小
さ
な
火
祭
り

南
西
諸
島
の
特
に
奄
美
、
そ
れ
か
ら
沖
縄
な
ど
で
は
旧
暦
八
月
に
シ
バ
サ
シ

と
い
う
行
事
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
木
の
シ
バ
や
ス
ス
キ
な
ど
を
屋
敷
の
周
り

に
差
し
て
悪
魔
払
い
を
す
る
の
で
す
が
、
そ
の
と
き
に
門
口
で
小
さ
な
火
を
焚

き
ま
す
。
糠
と
草
を
お
い
て
、
主
婦
が
火
を

つ
け
て
、
ち

ょ
っ
と
煙
を
出
す
。

そ
れ
だ
け
で
す
。
な
ぜ
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
の
で
す
か
と
私
が
聞
い
た
ら
、

こ

の
火
は
腰
か
ら
下
が
濡
れ
て
い
る
人
が
や

っ
て
来
る
か
ら
そ
れ
を
温
あ
る
た
あ

に
焚
く
の
だ
と
、
主
婦
が
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
腰
か
ら
下
が
濡
れ
て

い
る
人
と
は
、
そ
れ
は
海
で
の
遭
難
者

で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
遭
難
者
は
尋
常
な

死
に
方
で
は
な
い
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
人
を
こ
こ
で
温
め
る
の
だ
と
い
う
わ

け
で
す
。
だ
が
遭
難
者

の
な
い
家

で
も
焚
く
の
は
ど
う
い
う
わ
け
か
。
理
屈

っ

ぼ
く
や

っ
て
い
き
ま
す
と
ど
う
も

つ
じ

つ
ま
が
あ
い
ま
せ
ん
。
し
た
が

っ
て
悪

霊
を
こ
こ
で
焼
く
の
だ
と
考
え
れ
ば
、
納
得

で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。
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屋
久
島

で
は
、
大
き
な
火
祭
り
の
鬼
火
焚
き
の
燃
え
残
り
の
木
を
子
供
が
持

っ

て
家
に
帰
り
、
お
母
さ
ん
と
い
っ
し

ょ
に
台
所

で
焚
い
て
パ
チ
パ
チ
い
わ
せ
る

の
で
す
が
、

こ
れ
は
家

の
悪
霊
を
祓

っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
又
、
大
き
な
火
祭

り
で
あ
る
鬼
火
焚
き
で
は
、
村
の
悪
霊
を
払

っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
火
祭
り
に
は
、
村
で
や
る
大
き
な
火
祭
り
と
、
家

で
や
る
小
さ
な
火
祭

　む

り
と
あ
る
の
で
す
が
、
こ
の
二
つ
の
方
式
は
日
本
中
に
見
ら
れ
ま
す
。
青
森
の

ね
ぶ
た
や
秋
田
の
竿
頭
、
鞍
馬
の
火
祭
り
、
各
地
の
ド
ン
ド
や
、
左
義
長
な
ど
、

冬

の
火
祭
り
も
あ
れ
ば
夏
の
火
祭
り
も
あ

っ
て
、
日
本
中
に
ぎ
や
か
で
す
。

大
き
な
火
を
焚
く
の
は
冬
に
な
る
と
太
陽
の
力
が
弱
い
か
ら
そ
れ
を
強
あ
る

た
め
だ
な
ど
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
が
、
本
来
は
や
は
り
悪
霊
を
焼
く
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
修
験
者
の
柴
燈
護
摩
も
修
験
者
が
修
行
す
る
際

に
煩

悩
を
断

つ
た
め
に
、
.又
、
諸
悪
霊
を
な
く
す
る
た
め
に
火
で
焼
き
尽
く
す
の
で

あ
り
ま
す
が
、
盆
や
正
月
の
火
の
意
味
と

つ
な
が

っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

八

ま
と
め

以
上
述
べ
た
こ
と
に

つ
い
て
、
簡
単
に
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
。

①
ヤ
マ
ト

・
琉
球
の
火

の
神
は
、
琉
球

の
ほ
う
は
オ
ミ
ツ
モ
ン
や
カ
マ
ド
型

に
見
る
よ
う
に
非
常
に
具
象
的

で
す
。
火
を
焚
く
場
所
を
具
象
的
に
表
わ
し
て

火
の
神
と
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
ヤ

マ
ト
の
ほ
う
は
や
や
抽
象
的
で
す
。

神
様
自
体
の
表
示
は
い
ろ
い
ろ
と
具
象
的
に
な
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
が
、
カ
マ

そ
の
も
の
は
非
常
に
抽
象
的
に
な

っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

②
ヤ
マ
ト
と
ア
イ
ヌ
、
ヤ
マ
ト
と
琉
球
の
火
の
神
の
比
較
で
は
、
こ
れ
は
さ

っ

き
述

べ
た
よ
う
に
ア
イ
ヌ
と
琉
球
は
火
の
神
信
仰
が
盛
ん
で
、
拝
み
方
も
似
て

い
る
と
い
う
わ
け
で
、
ど
う
も
こ
れ
は
古
い
時
代
の
大
き
な

つ
な
が
り
を
示
す

の
で
は
な
い
か
。

ア
イ
ヌ
は
、
直
接
琉
球
の
文
化
と
比
較
で
き
る
か
ど
う
か
い

ろ
い
ろ
問
題
も
あ
り
ま
す
が
、
又
、
オ
ホ
ー
ッ
ク
文
化
等
の
影
響
も
あ
り
ま
し
ょ

う
が
、
し
か
し
な
が
ら
ア
イ
ヌ
は
や
は
り
古
い
文
化
を
引
き
ず

っ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
証
拠
が
今
述
べ
た
ア
イ
ヌ
・
琉
球
の
火
の
神

信
仰
の
共
通
点

の
問
題
で
す
。

③
し
か
し
な
が
ら
、
琉
球
の
場
合
、

ア
サ
ギ
で
火

の
神
を
通
す
、
門
中
で
ノ

ロ
が
祀
る
、
こ
う
い
う
の
は
首
里
王
朝
を
中
心
と
し
た
地
域
で
発
達
し
て
、
そ

の
辺
地
の
ほ
う
の
奄
美
等
で
は
ま
た
違

っ
て
お
り
、
さ
ら
に
ト
カ
ラ
も
若
干
違

う
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
全
体
と
し
て
見
た
場
合
は
、
ア
イ
ヌ
と
琉
球
の
間
に
挟

ま
れ
た
い
わ
ゆ
る
ヤ
マ
ト
文
化
圏
の
中
枢
部
の
東
日
本
と
西
日
本
、
こ
こ
で
は

非
常
に
発
達
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
家
レ
ベ
ル
・
村
レ
ベ
ル
の
火
の
神
信
仰
が
あ

っ

て
、
非
常
に
に
ぎ
や
か
な
状
況
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
細
か
に
見
て
い

っ
た
ら

も
う
深
山
に
迷
い
込
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。
巨
視
的
に
見
れ
ば
、
発
達
し
た
と

い
う

一
言
で
表
せ
る
わ
け
で
す
。
日
本
の
火
の
神
信
仰
は
ア
イ
ヌ
・
琉
球
を
含

む
日
本
列
島
全
体
を
通
し
た

一
つ
の
円
の
中
に
東
日
本

・
西
日
本
を
含
む
小
さ

な
円
が
も
う

一
つ
描
け
る
わ
け
で
、
こ
れ
も
や
は
り
周
圏
論
的
な
理
解
が
出
来

は
し
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
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④
ト
カ
ラ
の
火
の
神
の
特
色
と
し

て
は
、
火
の
神
信
仰
が
非
常
に
盛
ん
で
あ

る
と
い
う
こ
と
と
共
に
、
屋
敷
神
と
し
て
の
火
の
神
山
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が

最
大

の
特
色
で
す
。
そ
れ
か
ら
ネ
ー
シ
が
関
与
し
て
い
て
、
そ
の
成
巫
儀
礼
が

太
陽
信
仰
と
も

つ
な
が

っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
。
さ
ら
に
、
修
験
道
の
影
響
が

色
濃
い
と
い
う
こ
と
も
指
摘
で
き
ま
す
。

⑤
火
の
神
の
司
祭
管
理
者
に

つ
い
て
述
べ
る
と
、
全
国
を
通
し
て
、
主
婦
が

火
の
神
を
管
理
す
る
と
い
う

一
大
特
色
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
琉
球
の

場
合
に
は
、
家
の
火
の
神
は
主
婦
と

ユ
タ
が
関
与
し
ま
す
が
、
村

レ
ベ
ル
あ
る

い
は
門
中
等
の
場
合
に
は
、

ノ
ロ
が
司
祭
し
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
ヤ
マ
ト
の

場
合
に
は
、
家

レ
ベ
ル
の
火
の
神
は
主
婦
が
管
理
し
ま
す
が
、
村

レ
ベ
ル

(神

社
な
ど
)
の
火
の
神
は
男
性
の
神
職

が
管
理
す
る
と
い
う
大
き
な
違
い
を
指
摘

で
き
ま
す
。

⑥
火
の
神
の
形
態
的
特
色
に
つ
い
て
は
、
沖
縄

・
奄
美
を

一
緒
に
見
ま
す
と
、

五
二
頁
の
図
の
沖
縄
の
①
の
ウ
ム
チ
ム
ン
と
奄
美
の
①
の
ミ
ッ
モ
ン
は
、
こ
れ

を

一
つ
に
く
く
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
こ
れ
を
第

一
段
階
に
し
て
、
次
は
沖
縄

の
②
③

の
ウ
カ

マ
ガ
ナ
シ
と
奄
美
の
②
イ
の
ウ
カ
マ
ガ
ナ
シ
、
③
イ
の
ヒ
ョ
ン

ナ
ラ
シ
を
こ
れ
も
上
下
を
く
く

っ
て
第
二
段
階
と
し
ま
す
。
そ
れ
か
ら
沖
縄

の

④

の
ヒ
ヌ
カ
ン
と
奄
美
の
④
イ
、
④

ロ
の
ヒ
ニ
ャ
ハ
ン
ガ
ナ
シ
を
く
く
り
ま
す

と
こ
れ
が
第
三
段
階
で
す
。
こ
の
段
階
で
カ
マ
ド
型
が
小
型
に
な

っ
て
、
象
徴

化
し
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
最
後
の
⑤
の
ヒ
ヌ
カ
ン
と
⑤
イ
の
ヒ
ニ
ャ
ハ
ン
ガ

ナ
シ
が
第
四
段
階
で
、
こ
れ
が
現
在

の
段
階
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
火

の
神
の
形
態
も
祭
祀
も
琉
球
各
地

で
刻
々
に
変
化
発
展
し
て
来
た
と
い
う
こ
と

を
指
摘
で
き
ま
す
。

⑦
火
の
神

の
機
能
的
発
展
に
つ
い
て
は
、
防
災
、
防
火
、
降
魔
、
家
の
守
護
、

屋
敷
守
護
、
宝
島
の
牛
の
守
護
な
ど
か
ら
、
宮
城
県

の
カ

マ
ガ
ミ
の
よ
う
に
土

間
の
入
日
を
守
る
機
能
な
ど
、
多
方
面
に
働
い
て
い
ま
す
。

⑧
火

の
神
と
屋
内
神
に
つ
い
て
、
そ
の
拝
礼
順
を
述

べ
る
と
、
沖
縄

・
奄
美

の
場
合
に
は
第

一
に
火
の
神
を
拝
み
、
次
に
位
牌
を
拝
む
こ
と
。
ト
カ
ラ
の
場

合
は
第

一
に
ウ
チ
ガ
ミ
を
拝
み
、
二
番
目
に
火
の
神
を
拝
み
、
次
に
仏
、
そ
し

て
火
の
神
山
に
参
拝
す
る
。
ヤ
マ
ト
の
場
合
に
は
、
第

一
に
仏
様
を
拝
み
、
二

番
目
に
ウ
チ
ガ
ミ
、
三
番
目
に
先
祖
棚
、
四
番
目
に
火
の
神
を
拝
む
。
あ
る
い

は
火
の
神
が
大
黒
に
代
わ

っ
て
お
れ
ば
大
黒
を
拝
む
。
琉
球
か
ら
ト
カ
ラ
、
ヤ

マ
ト
と
北
上
す
る
に
つ
れ
て
、
こ
の
よ
う
に
火
の
神
が
だ
ん
だ
ん
後
退
し

て
い

き
ま
す
。

⑨
大
き
な
火
祭
り
と
小
さ
な
火
祭
り
。
例
え
ば
東
北
の
、
特
に
山
形
県
の
オ

サ
イ
ト
の
火
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
ワ
ラ
束
で
修
験
者
の
柴
燈
護
摩

み
た
い
な
小
さ
い
の
を
作
り
、
十
五
歳
に
な
る
子
供
が
火
を

つ
け
る
の
だ
そ
う

　　
　

で
す
が
、
こ
う
し
て
祀
る
と
い
う
形
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

こ
れ
な
ど
は
言
葉
か

ら
し
て
明
ら
か
に
修
験
者
の
影
響
が
見
ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
火

祭
り
は
修
験
者
を
介
在
し
て
日
本
本
土
で
発
展
し
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
ま
す
。

で
も
、
小
さ
な
火
祭
り
こ
そ
、
日
本
の
本
来
の
火
祭
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
。

59



日本の火の神信仰

注(
1
)

伊
波
普

猷

「
火

の
神
考
」

(『
伊
波
普
猷
選
集
』
・中
巻
、

一
九
六
二
年
、

沖
縄

タ
イ

ム
ス
社

)

(
2
)

仲
原
善
忠

「
太
陽
崇
拝
と
火

の
神
」

(『
日
本
民
俗

学
大

系
』

第

十

二
巻

、
一

九
五
九

年
、
平
凡
社
)

(
3
)

郷
田
洋
文

「
竈
神
考
」

(『
日
本
民
俗
学
』
ニ

ノ
四
)

(
4
)

窪

徳
忠

「
竈
神
と

フ
ィ
ヌ
カ
ン
と

ヒ

ニ
ャ

ハ
ム
」

(『
中
国
文
化
と
南
島

』
、

一
九
八

一
年
、
第

一
書
房
)
、
「
徳
之
島

の
竈
神
信
仰
」

(
『
徳

之
島

調
査

報
告
書

』

配
、

一
九
八
五
年
、
沖
縄
国
際
大
学
南
島
文
化
研
究
所
)
、

「
奄

美
喜

界
島

の
竈
神

信
仰
」
(
『
伸
松
弥
秀
先
生
傘
寿
記
念
論
文
集

・
神

・
村

・
人
』
、

一
九
九

一
年
、

第

一
書
房
)

(
5
)

酒
井
卯
作

「
火

の
神
信
仰

の
系
譜
」

(『
南
島
研
究
』
第
二
号
、

一
九
六
五
年
、

南
島
研
究
会
)

(6
)

大
林
太
良

「
太
陽
と
火
」

(『
日
本
民
俗
文
化
大

系

2
太

陽

と
月
』
、

一
九

八

三
年
、
小
学
館
)

(
7
)

大
林
太
良

「
東
と
西

海

と
山

-
日
本

の
文
化
領

域

1
』

(
一
九
九
〇

年
、

小
学
館
)

(
8
)

三
崎

一
夫

「
宮
城
県

の
火

の
民
俗
」

(
『北
海
道

・
東
北
地
方

の
火

の
民
俗
』
、

一
九
八

四
年
、
明
玄
童
旦
房
)

(
9
)

藤
本
英
夫

「
北
海
道

の
火

の
民
俗
」

(
『北
海
道

・
東
北
地
方

の
火

の
民
俗
』
、

一
九
八

四
年
、

明
玄
書
房
)

(
10
)

下
野
敏
見

「鬼
火
焚

き

・
門
松

の
意
味

す
る
も

の
1
二

つ
の
火
祭

り

.
二

つ

の
正
月

ー
」

(
『東

シ
ナ
海
文

化
圏

の
民
俗
』
、

一
九
八
九

年
、
未
来
社
)

(
11
)

武

田

正

「山

形
県

の
火

の
民
俗
」
(
『
北
海
道

・
東
北
地
方

の
火

の
民
俗
』
、

一
九

八
四
年
、
明
玄
書
房
)

(本
稿
は
、
平
成

七
年
九
月
十

一
日
、
国
際

日
本
文

化

研
究

セ

ン
タ

ー

で
の
共
同

研

究

「
日
本
文
化

の
深
層
と
沖

縄
」

の
研
究
会

の
折
、

口
頭
発

表

し

た
も

の

の
録

音
稿

を

文
章
体

に
改
め
た
も

の
で
あ
る
。

テ
ー
プ
起

こ
し

に

つ
い

て
は
鹿
児

島
民

具
学

会
幹

事

の
井
上
賢

一
氏

の
協
力
を
得
た
。
)
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