
近
世
土
佐

の
槇
山
郷

に
お
け
る
天
の
神
祭
祀

「
い
ざ
な
ぎ
流
」

と
の
関
連

の
な
か
で

小

松

和

彦

近世土佐の槇山郷における天の神祭祀

一

「天

の
神
」
と
は
な

に
か

本
稿
は
、
高
知
県
の
旧
香
美
郡
物
部
村
地
域

(現
香
美
市
物
部
町
)
を
中
心

に
伝
承
さ
れ
て
き
た

「
い
ざ
な
ぎ
流
」
の
研
究
の

一
環
と
し
て
、
近
世
に
お
け

る

「天
の
神
祭
り
」
に
関
す
る
考
察
を
試

み
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
こ

の
た
め
に
使
用
す
る
基
本
史
料
は
、
近
世

の
槇
山
郷

(旧
物
部
村
の
南
半
分
を

お
か
の
う
ち

占
め
る
)
岡

内
村

の
小
松

(岡
内
)
幸
盛

が
、
文
化

一
二

(
一
八

一
五
)
年

に

ま
き
や
ま

(1
)

著
し
た

『披
山
風
土
記
』

で
あ
る
。
こ
の
書
物
に
は
、
槇
山
郷
の
産
物
や
人
口
、

職
業
、
神
社
仏
閣

・
小
祠
、
伝
説
等

の
地
誌
的
情
報
が
記
述
さ
れ
て
い
る
ば
か

り
で
な
く
、
旧
家
の
家
譜
、
古
文
書
、
さ
ら
に
は
天
正
年
間

に
長
宗
我
部
元
親

が
お
こ
な

っ
た
検
地
記
録

『長
宗
我
部
地
検
帳
』

の
槇
山
の
部
分
ま
で
収
録
さ

れ
て
い
る
。
従
来
、
こ
の
地
域
の
歴
史
を
考
え
よ
う
と
す
る
研
究
者
た
ち
は
、

こ
こ
に
記
載
も
し
く
は
収
録
さ
れ
て
い
る
記
事

・
古
文
書
類
を
分
析
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
考
察
し
て
き
た
。

「天
の
神
」
と
は
、
現
在
で
も
旧
物
部
村
地
域

の
旧
家
で
祀
ら
れ
て
い
る
神
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
天
の
神
が
ど
の
よ
う
な
信
仰
伝
統

か
ら
生
み
出
さ
れ

た
神
で
あ
る
の
か
、
そ
の
祭
祀
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
か
は
、

現
在
の
太
夫
や
住
民
た
ち
の
説
明
が

一
様
で
な
い
た
め
に
、
定
か
で
は
な
い
。

こ
の
天
の
神
祭
祀
の
現
状
に
つ
い
て
、
も

っ
と
も
詳
細
な
研
究
を
お
こ
な

っ

(
2
)

た
の
は
、
梅
野
光
興
氏

で
あ
る
。
梅
野
氏
は

「天

の
神
論
」
に
お
い
て
、
「天

お
ん
ざ
き

の
神
」
も
し
く
は
そ
れ
に
類
し
た

「御
崎
」
お
よ
び

「卯

の
神
」
の
祭
祀

の
分

布
状
況
を
物
部
地
域
と
そ
の
周
辺

に
探
り
、
そ
の
分
布
と
祭
式
方
法
の
分
析
か

ら
天
の
神

の
特
徴
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
し
た
。

そ
こ
で
、
ま
ず
最
初

に
、
彼
の
調
査
と
考
察

に
よ
り
な
が
ら
、
天
の
神
信
仰

の
伝
承
実
態
を
見
て
み
よ
う
。
梅
野
氏
は

「
天
の
神
と
は
、
主
に
高
知
県
物
部

村
の
特
定

の
民
家
の
天
井
裏
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
屋
内
神
の

一
種
で
あ
る
」
と
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す
る
。
こ
の
も

っ
と
も
単
純
化
し
た
特
徴
を
述

べ
た
あ
と
、
天
の
神
の
注
目
す

　ヨ
　

べ
き
特
徴
と
し
て
、
次

の
六
点
を
箇
条
書

き
し
て
い
る
。

①
天
井
裏

の
サ
ン
の
ヤ
ナ
カ
に
棚
な
ど
を
作

っ
て
ま

つ
ら
れ
る
。
(ほ
か

の
天
井
裏
で
ま

つ
ら
れ
る
神

に
は
オ
ン
ザ
キ
、
ミ
コ
神
、
お
十
七
夜
な

ど
が
あ
り
、
天
の
神
と
錯
綜
し
て
い
る
)

②
天
の
神
を
ま
つ
る
の
は
本
家
筋

の
家
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。

③
ご
神
体
は
御
幣

(家
に
よ

っ
て
数
が
決
ま

っ
て
い
る
)
が
多

い
が
、
中

に
は
仮
面

(十

二
と

い
う
)
や
黄
金
の
太
刀
で
あ
る
と
い
う
家
も
あ
る
。

ま
た
天
の
神

の
道
具
と
し
て
、
古

い
槍
や
弓
矢
が
納
め
ら
れ
て
い
る
所

が
あ
る
。

④
天
の
神
や
オ
ン
ザ
キ
を
ま
つ
る
家

で
は
肉
食
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

⑤
天
の
神
の
く
ど

(竃
)
が
あ
り
、

そ
こ
で
ま

つ
る
と
い
う
伝
承
が
聞
か

れ
る
。

⑥
天
の
神
の
祭
り
は
、
槇
山
川
上
流

で
は
数
年
～
数
十
年
に

一
度
、
数
日

間

か
け
て
行
な
わ
れ
る
。
下
流
域

で
は
十
二
月
二
十

八
日
や

一
月
十
五

日
な
ど
日
を
決
め
て
定
期
的

に
行

な
う
家
が
多

い
。

し
か
し
な
が
ら
、
梅
野
は
さ
ら

に
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
し
か
し
、
そ

の
天

の
神
と
は

一
体
何
か
、
と

い
う

レ
ベ
ル
に

一
歩
足
を
踏
み
込
む
と
、
事
態
は
混

(
4
)

迷

の
世
界

に
入

っ
て
し
ま
う
」
。
と

い
う

の
も
、
い
ざ
な
ぎ
流
太
夫
や
土
地
の

人
に
よ
る

「天
の
神
」
の
神
格

に
つ
い
て
の
説
明
が
、
た
と
え
ば
、
大
土
公
でぐ

あ
る
と
か
大
将
軍

で
あ
る
、
戦
さ
神

で
あ
る
、
ぐ

い
ん
様

(小
松
注
記
-

狗

ひ
ん濱

の
転
訛
か
)
で
あ
る
、
天
大
如
来

・
本
大
如
来

・
黄
金
如
来

で
あ
る
、
御
世

を
始
め
た
神
で
あ
る
等
々
、
ま
こ
と
に
多
様
で
あ

っ
て
、
こ
の
た
め
そ
の
説
明
の

ど
れ
に
着
目
す
る
か
で
、
研
究
者
た
ち
の
見
解
も
異
な

っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

後
者

に
つ
い
て
は
、
三
人
の
研
究
者
の
見
解
を
紹
介
し
て
い
る
。

一
人
は
、

い
ざ
な
ぎ
流
研
究
の
先
駆
者
で
あ
る
吉
村
淑
甫
氏
の

「陰
陽
道
の
中
心
と
な
る

天
体

『日

・
月

・
星
』
を
祭
る
も
の
で
あ
る
が
、
対
象
神
は
日
月
の
光
を
意
味

　ら

　

す
る
陽
炎
を
神
格
化
し
た

『麻
利
支
天
』
で
あ
る
と
せ
ら
れ
る
」、

い
ま

一
人

は
、

い
ざ
な
ぎ
流
研
究
の
第

一
人
者
と
も

い
う
べ
き
高
木
啓
夫
氏
の

「天
の
神

と
は
天
神
七
代
を
主

に
し
た
雨
風
雪
神
な
ど
の
神
、
星

の
命
、
そ
れ
に
い
ざ
な

ぎ
流
諸
祭
文
で
天
竺
天
に
ま
し
ま
す
諸
如
来
を
含
め
た
神
仏

の
複
合
的
総
称
で

(6
)

あ
る
」
と
い
う
見
解

で
あ
り
、
そ
し
て
三
人
目
の
見
解
は
、
私
の
見
解

で
あ

っ

て
、
「現
在
行
な
わ
れ
て
い
る

『天
の
神
祭
』
が
カ

マ
ド
の
前
に
三
階
棚
を
飾

り
立
て
、
い
ざ
な
ぎ
流
の
祈
祷
師
を
招

い
て

『大
土
公

の
祭
文
』
な
ど
を
読
み

　
　
　

唱
え
る
こ
と
か
ら
推
測
す
る
と
、
カ

マ
ド
神
で
あ

っ
た
ら
し
い
」
。

こ
こ
で
私
な
り
の
補
足
説
明
を
し
て
お
く
と
、
吉
村
氏

の
見
解
は
、
旧
物
部

村
地
域

で
も
槇
山
川
の
下
流
域

で
あ
る
岡
内
や
仙
頭
な
ど
で
の
聞
き
取
り
調
査

と
宅
神
祭
の
観
察
か
ら
得
ら
れ
た
情
報
を
も
と
に
し
た
も
の
で
、
と
く
に
天
の

神
を
摩
利
支
天
の
別
称
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
点

に
特
徴
が
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
高
木
氏
の
そ
れ
は
、
物
部
村
地
域
と
そ
の
周
辺
を
幅
広
く
調
査
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近世土佐の槇山郷における天の神祭祀

し
、
天
の
神
を
め
ぐ
る
祭
祀
方
法
を
記
し
た
文
献
や
天

の
神
に
つ
い
て
の
い
ざ

な
ぎ
流
太
夫
や
土
地

の
人
の
多
様
な
説
明

を
、
高
木
氏
自
身
が
総
合
す
る
こ
と

で
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
私

の
見
解
は
、
私
が
調
査
し
た
槇
山
川
上
流
域
の

最
奥

の
集
落

・
別
府

に
お
い
て
お
こ
な

っ
た
い
ざ
な
ぎ
流
太
夫
や
土
地
の
人
か

ら
の
聞
き
取
り
調
査
に
基
づ
く
、
別
府
に
限
定
さ
れ
た
見
解
に
す
ぎ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た

「
天
の
神
」
を
め
ぐ
る
ま
さ
し
く

「
混
沌
の
世
界
」

に
身
を
沈
め
た
梅
野
氏
が
た
ど
り

つ
い
た
結
論
は
、
ど
う
い
う
も
の
で
あ

っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
彼
は
そ
れ
を
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

「
お
そ
ら
く
、
こ
れ
ら
の
多
様
な
天
の
神

と
は
、
そ
の
時
代
や
地
域
、
そ
し
て

職
能
を
異
に
す
る
人
々
が
、
自
分
な
り
に
考
え
て

『天
の
神
』
な
る
空
白
の
容

器

に
意
味
を
充
填
し
て
い
っ
た
結
果
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
解

釈
が
、

一
部
は
消
え
去
り

一
部
は
残
り
、
そ
の
時
々
で

『天
の
神
』
と

い
う
概

念
を
形
作

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
も
し
、
天
の
神

の
正
体
と
い
う
も
の
が
あ

る
と
す
れ
ば
、
時
代
や
場

に
よ

っ
て
異
な
る
解
釈
、
そ
の
総
体
な
の
で
は
な
か

(
8
)

ろ
う
か
」
。

あ
る
い
は
ま
た
、
こ
う
も
述
べ
て
い
る
。
「
『天

の
神
』
は
、
人
間
た
ち
が
こ

の
何
百
年
か
の
間
に
行
な

っ
て
き
た
解
釈
活
動
の
重
な
り
な
の
で
あ
り
、
そ
の

層
序
が
複
雑
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
『天

の
神
』
が
私
た
ち
の
中
に

『生
き
て
』

き
た
証
し
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
さ
さ
や
か
な
文
章

11

解
釈
も
、
同
じ
よ
う
に

「天
の
神
」
を
生
成
さ
せ
る
た
め
の
活
動
に
す
ぎ
な
い

(
9
)

の
だ

」
。

よ
う
す
る
に
、
梅
野
氏
は
旧
物
部
村
地
域
を
中
心
に
展
開
す
る
、
天
井
裏
に

祀
ら
れ
て
い
る
屋
内
神
の

一
種

で
あ
る

「
天
の
神
」
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な

レ

ベ
ル
の
言
説
を
収
集
し
、
そ
れ
を
分
析
す
る
こ
と
で

「
天
の
神
」
祭
祀
の
歴
史

的

・
地
域
的
分
布
を
再
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
梅
野
氏
の
論

文
は
槇
山
郷
に
お
け
る
天
の
神
信
仰
の
展
開
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
示
唆
の
富

ん
だ
解
釈
を
随
所
に
披
露
し
て
お
り
、
他

の
追
従
を
許
さ
な

い
優
れ
た
考
察
で

あ
る
。
し
た
が

っ
て
詳
細
は
そ
の
論
文
を
紐
解

い
て
も
ら
う
こ
と
に
し
て
、
こ

こ
で
は
、
本
稿

の
考
察
の
手
助
け
と
な
る
、
現
在
で
は
し
ば
し
ば
混
同
さ
れ
て

語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い

「
天
の
神
」
と

「御
崎
」

の
関
係
に
つ
い
て
の
以
下

の

見
解
を
紹
介
し
て
置
こ
う
と
思
う
。

物
部
村
の
槇
山
川
流
域
に
お
け
る
天
の
神
信
仰
は
、
香
我
美
町
や
夜
須

町
か
ら
広
が
る
天

の
神
信
仰
圏

の
北
端
と
し
て
、
仙
頭
を
中
心
に
押
谷
、

山
崎
周
辺
に
定
着
し
た
。
だ
が
同
時
期
あ
る
い
は
そ
れ
以
前

か
ら
の
オ
ン

ザ
キ
信
仰
圏
に
は
ば
ま
れ
そ
こ
で

一
旦
伝
播
が
ス
ト
ッ
プ
し
た
。
天
の
神

信
仰

の
第
二
段
階
は
、
小
松

一
族
の
勢
力
浸
透
に
伴

っ
て
行
な
わ
れ
た
。

そ
れ
は
岡
ノ
内
小
松
家
を
拠
点

に
、
惣
ノ
市

の
祭
祀
権
力
を
背
景
に
岡
ノ

内
以
遠
の
村
々
に
拡
大
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
ら
の
地
域
で
は
既
に
オ
ン
ザ

キ
信
仰
が
定
着
し
て
お
り
、
天
の
神
は
オ
ン
ザ
キ
の
上
位

の
神
と
し
て
、

土
居
な
ど
名
主
層
と
そ
の
係
累
か
ら
浸
透
し
て
い
く
こ
と
に
な

っ
た
。
岡

ノ
内

で
も
オ
ン
ザ
キ
信
仰
が
優
勢
で
あ

っ
た
た
め
天
の
神
祭
儀
に
お
い
て
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も
御
先
本
地

の
奉
唱
は
重
要
な
パ
ー
ト
に
な

っ
た
。

一
方
、
仙
頭

・
山
崎

な
ど
、
オ
ン
ザ
キ
様
と
分
離
し
た
天

の
神
祭
祀
で
は
当
初
は
オ
ン
ザ
キ
祭

文

の
奉
唱
は
な
か

っ
た
が
、
天
の
神

と
オ
ン
ザ
キ
の
融
合
が
進
む
に
つ
れ
、

御
崎
祭
文
も
読
ま
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
っ
た
。
以
上
が
明
治
頃
ま
で
の
、

　ぜ

槇
山
川
流
域
の
天
の
神

・
オ
ン
ザ
キ
信
仰

の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
で
あ
ろ
う
。

図1岡 内名本(土 居)屋 敷跡 を望 む。わずか に残 る石垣 が往事 を偲 ばせて いる。

物
部
川
の
支
流

・

槇
山
川
は
高
知
県
と

徳

島

県

の
県

境

の

山
々
か
ら
流
れ
出
た

水
を
集
め
て
、
東

か

ら
西
に
流
れ
て
い
る
。

こ
の
流
域
の
ほ
ぼ
中

央
部

に
位
置
す
る
集

落
が
岡
内
で
あ
る
。

梅
野
氏

に
よ
れ
ば
、

あ
る
時
期
、
こ
の
岡

内
を
含
む
そ
れ
よ
り

以
東
の
上
流
の
村
々

に
は
御
崎
信
仰
が
、

そ
れ
よ
り
以
西
の
下

流
域
に
は
天
の
神
信
仰
が
浸
透
し
て
い
た
。
や
が
て
天
の
神
信
仰
は
さ
ら
に
東

へ
、
御
崎
信
仰
は
西

へ
と
浸
透
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の

大
き
な
契
機
、
と
り
わ
け
御
崎
に
対
し
て
天
の
神
が
上
位
と
な
る
か
た
ち
で
浸

透

・
融
合
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な

っ
た
の
は
、
中
世
の
岡
内
名
主
の
後
身

で
あ
り

近
世
を
通
じ
て
岡
内
村
の
名
本

(土
居
と
い
う
呼
び
方
が

一
般
的
で
あ
り
、
現
在

で
も
旧
名
本
家
の
血
筋
や
屋
敷
を
土
居
と
呼
ん
で
い
る
、
庄
屋
と
い
う
こ
と
も
あ
る
)

を
勤
め
た
岡
内
小
松
家

の
こ
の
地
域
に
お
け
る
勢
力
の
隆
盛

に
負

っ
て
い
る
、

と
い
う
の
で
あ
る
。

筆
者
も
今
の
と
こ
ろ
大
筋
に
お
い
て
こ
の
見
解
を
妥
当
な
も
の
だ
と
判
断
し

て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿

で
は
こ
う
し
た
大
き
な
見
取
り
図
を
前
提
に
し
な
が

ら
、
以
下
で
の
考
察
を
お
こ
な
う
こ
と
に
し
た
い
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
本
稿

の
課
題
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、

私
の
狙

い
は
、
梅
野
氏

の
よ
う
に

「
天
の
神
」
の
歴
史
的
お
よ
び
地
理
的
分
布

を
俯
瞰
し
、
分
析
し
、
さ
ら
に
は
そ
の
多
様
な
総
体
を
提
示
し
直
す
こ
と
で
は

な
い
。
こ
こ
で
は
、
梅
野
氏
が
天
の
神
信
仰
の
岡
内
以
東

へ
の
浸
透
の
契
機
と

な

っ
た
天
の
神
祭
り
、
す
な
わ
ち
江
戸
時
代
の
槇
山
郷
な
か
で
も

っ
と
も
大
き

な
勢
力
を
誇

っ
て
い
た
岡
内
名
本

(土
居
)
家
の
天
の
神
祭
り
に
焦
点
を
合
わ

せ
た
議
論
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
稿

で
の
具
体
的
考
察
の
対

象
は
、
『披
山
風
土
記
』
に
記
さ
れ
た
、
「
岡
内
名
本
家

の
天
の
神
祭
り
」
で
あ
る
。

『披
山
風
土
記
』

の
著
者

で
あ
る
岡
内
小
松
幸
盛
は
、
天
明
四

(
一
七
八
四
)

年

に
、
岡
内

の
名
本
家

の
土
居
屋
敷

(図
1
)
に
生
ま
れ
、
寛
政
八

(
一
七
九
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そ
う
と
し
よ
り

六
)
年
、
数
え
で

一
三
歳
と
い
う
若
さ
で
槇
山
郷
惣

老

兼
岡
内
村
名
本
と
な

っ
た
が
、
文
化
四

(
一
八
〇
七
)
年
、
理
由
は
定

か
で
な

い
が
、
二
四
歳

の
時

に
早
々
と
こ
れ
ら
の
職
を
辞
し
た
。
そ
の
後
は
医
師
と
な
り
、
六
二
歳
で
没
し

(11

)
た
。

『披
山
風
土
記
』
は
文
化

一
二
年
、
幸
盛
が
三
二
歳
の
時

に
し
て
著
述
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
岡
内
村
名

本
家
の
天

の
神
祭
り
と
は
幸
盛
自
身

の
家

の
祭
り
で
あ

っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
そ
こ
に
は
、

一
定
の
考

察
を
加
え
る
こ
と
で
こ
の
祭
り
を
眼
前
で
み
る
か
の
よ
う
に
復
元
す
る
こ
と
が

可
能
な
記
述
が
、
随
所
に
ち
り
ば
め
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
本
稿
で
は
そ
の
考
察
を
通
じ
て
、
岡
内
村
の
名
本
家
の
天
の
神

祭
り
の
や
り
方
や
そ
の
歴
史
を
探
り
、
ま
た
そ
の
祭
り
を
執
行
し
た
宗
教
者
た

ち
の
姿
を
追

い
求
め

つ
つ
、

こ
の
祭
り
と
現
行
の
い
ざ
な
ぎ
流

の
祭
儀
の
や
り

方
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
さ
し
あ
た

っ
て
の
課
題
と
い
う
こ
と

に
な
る
。二

槇
山
郷
地
域
の
概
況

旧
物
部
村
は
、
昭
和
三

一

(
一
九
五
六
)
年

に
、
槇
山
村
と
上
韮
生
村
が
合

併
し
て
で
き
た
村
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
槇
山
村
は
明
治
に
な
る
ま
で
は

「槇
山

お
お
さ
と

郷
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
地
域
に
相
当
す
る
。
こ
の
地
域
は
中
世
の

「大
忍
庄
」

の
山
村
地
域
を
占
め
、
「山
分
」
と
か

「
槇
山
分
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
。
槇

山
郷
は
、
明
治

二

一

(
一
八
八
八
)
年

に
公
布
さ
れ
た
市
町
村
制
に
基
づ
き
、

そ
の
翌
年
、
物
部
川
支
流
の
槇
山
川
沿
い
の
近
世

の
村
々
が
合
併
し
て

「槇
山

村
」
と
い
う
行
政
村
と
な
り
、
戦
後
、
市
町
村
合
併
促
進
法
に
従

い
、
昭
和
三

一

(
一
九
五
六
)
年
、
や
は
り
物
部
川
支
流

の
上
韮
生
川
沿

い
の

「上
韮
生

村
」
と
合
併
し
て

「物
部
村
」
と
な

っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
行
政
村
も
発
足
か

ら
五
〇
年
経

っ
た
平
成

一
八

(二
〇
〇
六
)
年
二
月
、
今
度
は
、
市
町
村
合
併

特
例
法
に
基
づ
い
て
香
美
郡
に
属
す
る
土
佐
山
田
町
、
香
北
町
と
合
併
し
て
新

た
に

「香
美
市
」
を
作
る
と
い
う
か
た
ち
で
消
滅
し
た
。
本
稿
が
主
と
し
て
扱

う
地
域
は
、
こ
の
槇
山
郷
地
域
に
お
け
る
天
の
神
祭
祀
に
つ
い
て
で
あ
る
。

旧
物
部
村
は
、
高
知
平
野
を
南
北
に
流
れ
る
物
部
川
の
上
流
域
、
剣
山

の
南

西
麓
に
位
置
す
る
、
四
国
で
も
も

っ
と
も
山
深

い
地
域
で
あ
る
。

(
12
V

旧
物
部
村
地
域
の
生
業
と
社
会
生
活
を
簡
単
に
記
述
し
て
お
こ
う
。
こ
の
地

域
は
、
高
知
県
の
東
北
端

に
あ

っ
て
、
総
面
積
約
二
九

一
平
方
キ
ロ

(二
万
九

千

ヘ
ク
タ
ー
ル
)、
そ
の
う
ち
林
野
面
積
が
九
〇
%
以
上
を
占
め
、
山
林
資
源

に

は
恵
ま
れ
て
い
る
が
、
耕
地
面
積
が
き
わ
め
て
少
な
い
典
型
的
な
山
村
で
あ
る
。

集
落
は
、
東
か
ら
西
に
流
れ
る
槇
山
川
、
上
韮
生
川
、
南
か
ら
北

へ
流
れ
て
物

部
川
に
合
流
す
る
舞
川

の
各
流
域
に
散
在
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
槇
山
川
沿

い
に
点
在
す
る

一
四
の
集
落
が
、
近
世
の
槇
山
郷

一
四
か
村

に
相
当
す
る
も
の

で
、
近
世

に
な

っ
て
庄
谷
相
村
か
ら
分
か
れ
た
拓
村
を
除
く

=
二
か
村
は
、
中

世
に
ま
で
遡

っ
て
そ
の
名
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
古
い
集
落

で
あ
る
。
以
下
、

そ
の
集
落

(近
世
の
村
、
現
在
の
大
字
に
相
当
)
を
、
煩
を
を
い
と
わ
ず
、
下
流

か
ら
す
べ
て
挙
げ
て
お
こ
う
。

庄
谷
相
が
槇
山
川

の
も

っ
と
も
下
流
に
位
置
す
る
集
落
で
、
そ
の
上
流
域
沿
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図2旧 物部村要図

つ
ぶ
せ

と
ん
じ
ょ
う

お
す
だ
に

い
に

、

拓

(礫

、
)
中

谷

川

、

頓

定

、

大

栃

、

山

崎

、

仙

頭

(専

当
)
、

押

谷

、

べ
っ
ち
ゃ
く

小
浜
、
岡
内
、
別
役
、
市
宇

(
一
宇
)
と
順
次
点
在
し
、
最
奥
に
位
置
す
る
集

べ

ふ

 落
が
別
府
で
あ
る

(図
2
の
地
図
参
照
)。

こ
の
別
府

の
東
の
四

つ
足
峠
を
越
え

れ
ば
、
徳
島
県

(阿
波
国
)
と
な
る
。
こ
の
う
ち
、
大
栃
は
江
戸
時
代
初
め
に

大
庄
屋
が
置
か
れ
た
と
こ
ろ
で
、
槇
山
村

・
物
部
村
時
代
も
村
役
場
が
置
か
れ

て
い
た
。

旧
物
部
村
地
域
は
、
温
暖
多
雨
の
気
候
の
た
め
、
農
林
産
物

に
は
恵
ま
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
山
地

の
地
形
が
急
峻
で
、
典
型
的
な
V
字
状

の
峡
谷
を
な
し

て
い
る
た
め
に
、
水
田
耕
作

に
は
向

い
て
い
な

い
。

物
部
村
が
発
足
し
て
間
も
な
い
昭
和
三
五

(
一
九
六
〇
)
年

の
国
勢
調
査

に

よ
れ
ば
、
所
帯
数
が
二
、
六
〇
五
戸
、
人
口
は

一
一
、
〇
四
二
人

(男
性
五
六
〇

四
人
、
女
性
五
四
三
八
人
)
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
平
成

一
二

(二
〇
〇
〇
)

年

の
物
部
地
域

の
人
口
は
、
旧
物
部
村
役
場

の
資
料

に
よ
れ
ば
、
三
、
一
五

二

人

(男
性

一
四
五
五
人
、
女
性

一
六
九
七
人
)。
四
十
年
間

で
人

口
が
三
分

の

一

に
激
減
し
た
。
し
か
も
生
産
年
齢
人

口
が

一
、
五
二
六
人
、
老
齢
人
口
が

一
、

三
七
九
人
、
そ
し
て
年
少
人
口
が
二
四
七
人
。
後
継
者
が
極
端
に
少
な
い
典
型

的
な
過
疎

・
高
老
齢
社
会
で
あ
る
。

旧
物
部
村

(以
下
、
物
部
村
地
域
)
の
産
業
を
見
る
と
、
所
帯
数
が
七
八
六

戸

に
対
し
て
農
家
数
は
三
八
九
戸
、
農
家
人

口
は

一
、
一
九
〇
人
で
、
こ
の
う

ち
自
給
的
な
農
家
が

一
七
五
戸

で
あ
る
。
耕
地
面
積
は
二
七
三

ヘ
ク
タ
ー
ル
。

田

(水
田
)
が
八
七

ヘ
ク
タ
ー
ル
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
畑
は

一
八
六

ヘ
ク
タ

ー
ル
で
、
こ
の
う
ち

一
一
九

ヘ
ク
タ
ー
ル
が
柚
子
畑
で
、
そ
の
他
の
畑
作
目
は
、

茶
、
銀
杏
、
し
ょ
う
が
、
切
り
枝
。
茶
の
栽
培
は
ま
だ
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
、

三
十
年
前
は
ま
だ
盛
ん
に
栽
培
さ
れ
て
い
た
三
椏
や
楮
、
桑
は
、
現
在
で
は
姿

を
消
し
て
お
り
、
当
時
も

一
部

で
栽
培
さ
れ
て
い
た
柚
子
が
特
化
し
、
現
在
で

は
、
総
農
業
生
産
額
七
億
円

の
う
ち
、
六
億
を
占
め
る
基
幹
産
業
に
成
長
し
て
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い
る
。

い
ざ
な
ぎ
流
の
祭
儀
で
は
、
た
く

さ
ん
の
和
紙
を
用
い
て
多
種
の
御
幣

(切
り
紙
)
を
作
る
。
そ
れ
が
可
能
だ

っ
た
の
は
、
地
元
で
和
紙

の
生
産
が
盛

ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
と
無
関
係

で
は
な
い
。
だ
が
、
物
部
村
を
含
む

四
国
の
山
村

で
の
和
紙
原
料
生
産
や
そ
れ

に
基
づ
く
和
紙
製
造
が
廃
れ
た
結
果
、

県
下
で
は
祭
儀
用
の
優
れ
た
和
紙
を
求
め

に
く
く
な

っ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
本
稿
が
扱
う
江
戸
時
代

の
人
び
と
は
ど
の
よ
う
な
生
活
を
送

っ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
文
化

一
二

(
一
八

一
五
)
年

の

『披
山
風
土
記
』
に

よ
れ
ば
、
槇
山

の
戸
数
は
七
五
六
軒
、
人

口
は
四
、
六
六
七
人
、
地
高
は
本
田

が
三
四

一
・
八
斗
六
升
、
新
田
が
二
、
〇

二
八
石
五
斗
三
升
八
合
、
切
畑
が
二
、

二
五
三
石

一
斗
八
升
。
産
物
は
、
米
、
麦
、
ア
ワ
、
ヒ
エ
、
葛
葉
、
大
豆
、
小

豆
、
茶
、
竹
、

エ
ゴ

マ
、
さ

つ
ま
い
も
、

こ
ん
に
ゃ
く
、
里

い
も
、
蜜
柑
な
ど

で
あ
り
、
や
は
り
紙
が
特
産
品
で
あ

っ
た
。
江
戸
時
代
を
通
じ
て
、
和
紙
は
己

の
地
域
の
も

っ
と
も
重
要
な
産
物
で
あ
り
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
土

佐
紙
と

い
え
ば
、
じ

つ
は
こ
の
地
方

で
生

産
さ
れ
た
紙
を
意
味
し
て
い
た
。

『土
陽
淵
岳
志
」
は
そ
の
あ
た
り
の
事
情

を
、
お
よ
そ
次

の
よ
う
に
記
し
て
い

る
。
「香
美
郡
韮
生
郷
梅
ノ
窪
で
漉
く
紙

は
、
紙
草
が
よ
く
、
名
物
で
あ
る
。

側
理
紙
又
は
薬
袋
紙
と
も
い
い
、
他
国
で
は
土
佐
紙
と
い
う
。
黄
紙
で
濃
淡
厚

薄
が
あ
り
、
吾
川
郡
伊
野
成
山
で
製
す
る
ほ
か
漉
く
と
こ
ろ
が
な
い
。
大
坂
あ

た
り
で
も
色
紙
黄
紙
を
漉
く
け
れ
ど
も
、
土
佐
の
国
よ
り
出
る
も
の
に
は
及
ば

　お

　

な
い
」。

さ
ら
に
さ
か
の
ぼ

っ
た
、
江
戸
時
代
初

期
や
中
世
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
残

念
な
が
ら
、
こ
れ
を
推
測
す
る
具
体
的
な
史
料
は
ほ
と
ん
ど
残

っ
て
い
な
い
。

だ
が
、
土
佐
の
戦
国
時
代
末
の
様
子
を
伝
え
る
貴
重
な
史
料

で
あ
る

『長
宗
我

部
地
検
帳
』
の
物
部
村
に
該
当
す
る
地
域

の
調
書

に
は
、
「山
畠
」

い
う
記
述

を
ひ
ん
ぱ
ん
に
見

い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
水
田
耕
作
が
可
能
な
槇
山
川
下
流

域
を
中
心

に

「水
田
」
が
、
そ
れ
が
不
可
能
な
山
間
地
域

で
は

「切
畑
」

(焼

畑
)
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
お
そ
ら
く
、

い
つ
の
頃
か
ら
か

は
定
か
で
は
な
い
が
、
物
部
の
山
間
地
域
に
分
け
入

っ
て
山
野
を
開
墾
し
て
田

畑
を
作

っ
た
時
代
か
ら
、
水
田
と
と
も
に
焼
畑
耕
作
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

お
お
さ
と

槇
山
郷
は
中
世
に
は

「大
忍
庄
」
と
い
う
庄
園
に
属
し
て
い
た
。
槇
山
と
い

う
名
称
が
出

て
く
る
も

っ
と
も
古

い
文
書

(こ
れ
は
小
松
幸
盛
家
が
所
蔵
し
て
い

た
も
の
で
、
『披
山
風
土
記
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
)
は
、
延
慶

二

(
一
三
〇
九
)

年
の
日
付
を
も

っ
た

「土
佐
國
大
里
庄
槇
山
与
山
田
韮
生
山
堺
方
至
之
事
」
で
、

そ
こ
に
は

「熊
野
御
領
之
時
定
之
」
と
あ
る
。
熊
野
三
山
側

の
史
料
に
よ
れ
ば
、

当
時
の
こ
の
庄
園
の
領
主
は
熊
野
三
山
の
新
宮
領
で
あ

っ
た
。
こ
の
文
書

に
は
、

堺
を
接
す
る
所
と
し
て
、
「秋
延
名
」
「秋
次
名
」
「命
増
名
」
「守
利
名
」
「宗

恒
名
」
「宗
久
名
」
「宗
重
名
」
の
七
つ
の
開
拓
者

の
名
前
を
つ
け
た
ら
し
き
名

の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
右
脇
に
は
小
文
字

で

「谷
合
」
「長

谷
ノ
川
」
「
太
土
名
」
「根
木
屋
」
「岡
ノ
内
」
「別
役
」
「別
府
」
と

い
う
名
称

が
添
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
こ
の
文
書
を
見
た
者
が
後

に
付
け
加
え
た
も

の
の
よ
う
で
あ
る
。
谷
合
は
近
世
の

「庄
谷
相
」
、
長
谷
ノ
川
は

「中
谷
川
」
、

317



太
土
は

「大
栃
」
に
相
当
す
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、
こ
の
頃
に
は
も
う
槇
山
郷

(14
)

の
ほ
ぼ
全
域
に
開
発
の
手
が
加
え
ら
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

三

「
い
ざ
な
ぎ
流
」

と
は
な
に

か

本
論
に
入
る
前

に
、
ま
ず
、
最
近
ま
で
村
人
の
生
活
の
な
か
に
し

っ
か
り
息

づ

い
て
い
た

「
い
ざ
な
ぎ
流
」
お
よ
び

「
い
ざ
な
ぎ
流
太
夫
」
と
は
、
ど
の
よ

(
15
)

う
な
も
の
な
の
か
を
簡
単
に
説
明
し
て
お
く
。

「
い
ざ
な
ぎ
流
」
と
は
、
物
部
村
地
域
と
そ
の
周
辺

に
伝
承
さ
れ
て
き
た
民
間

信
仰

で
あ
る
。
そ
の
信
仰
は
、
陰
陽
道

に
由
来
す
る
知
識
や
密
教

・
修
験
道
に

由
来
す
る
知
識
、
巫
女
の
信
仰
に
由
来
す
る
知
識
、
神
社
神
道
や
土
着

の
民
間

信
仰
な
ど
に
由
来
す
る
知
識
な
ど
が
混
淆

し
て
で
き
た
も
の
で
あ
り
、
「太
夫
」

と
呼
ば
れ
る
土
着

の
宗
教
者
た
ち
に
よ

っ
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
。

現
在
の
い
ざ
な
ぎ
流
太
夫
は
1

私
が
主
と
し
て
調
査
を
お
こ
な

っ
た
の
は
、

一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
○
年
代
前
半
の
こ
と
で
あ
る
ー

、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

平
生
は
農
業
や
林
業
に
従
事
し
、
そ
の
合

間
に
、
求
め
に
応
じ
て

「太
夫
」
の

仕
事

に
従
事
す
る
の
で
あ

っ
て
、
太
夫
業

を
専
ら
と
す
る
者
は
き
わ
め
て
少
な

い
。い

ざ
な
ぎ
流

の
知
識
は
、
経
験
豊
か
な
長
老
の
太
夫
に
入
門
し
て
師
弟
の
関

係
を
結
び
、
師
匠
が
依
頼
者

の
求
め
に
応

じ
て
お
こ
な
う
さ
ま
ざ
ま
な
祭
祀
や

祈
祷

の
場
に
助
手
と
し
て
参
加
す
る
な
か

で
習
得
し
、

一
定
の
知
識
を
習
得
し

た
段
階
で
師
匠
か
ら

「許
し
」
を
得
て
独
り
立
ち
し
、
や
が
て
弟
子
を
と

っ
て

自
ら
の
知
識
を
伝
授
す
る
、
と
い
う
か
た
ち
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
。
い
ざ
な
ぎ

流

の
場
合
、
複
数
の
師
匠
を
持

つ
こ
と
を
排
除
し
て
い
な

い
。
む
し
ろ
複
数

の

師
匠
を
持

つ
と
い
う
の
が

一
般
的
な
傾
向

で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
と

い
う
の
も
、

い
ざ
な
ぎ
流
太
夫
は
、
そ
の
知
識
が
豊
富
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
偉

お
お

だ

ゆ
う

大
な
太
夫

(大
太
夫
)
に
な
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
最
初

の
師
匠
か
ら
い
ざ
な
ぎ
流

の
基
本
知
識
と
そ
の
師
が
得
意
と
す
る
分

野
の
知
識
を
得
る
こ
と
か
ら
出
発
し
、
次

の
師
匠
か
ら
は
最
初

の
師
匠
が
持

っ

て
い
な
か

っ
た
知
識
を
得
て
自
ら
の
知
識
を
補

い
、
さ
ら
に
次

の
師
匠
か
ら
は

そ
れ
ま
で
の
師
匠
が
持

っ
て
い
な

い
よ
う
な
知
識
を
得
る
と
い
う
や
り
方
で
、

知
識
を
膨
ら
ま
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。

い
ざ
な
ぎ
流
に
と

っ
て
知
識
は
ま
さ
に

力
な
の
で
あ
り
、
ま
た
複
数
の
太
夫

の
知
識
を
吸
収
し
か
つ
そ
の
知
識
を
ふ
ま

え
て
自
ら
編
み
出
し
た
知
識
も
加
え
て
い
く
と
い
う
意
味
で
、

一
人

一
流
的
な

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も

っ
て
い
る
。

い
ざ
な
ぎ
流
太
夫
の
宗
教
的
活
動
は
多
様
で
あ
る
。
現
在

の
主
要
な
活
動
は

「家
祈
祷
」
と
か

「宅
神
祭
」
と
総
称
さ
れ
る
、
旧
家

に
祀
ら
れ
て
い
る
神

の

た
め
の
祭
り
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
で
は
あ
ま
り
お
こ
な
わ
れ
な
く
な

っ
た
が
、
病
人
祈
祷
を
は
じ
め
と
し
て
、
臨
時
に
お
こ
な
わ
れ
る
集
落
の
鎮
守

の
大
祭
、
山
の
神
や
川
の
神

(水
神
)
の
祭
り
等
々
も
、
昔
は
盛
ん
に
お
こ
な

わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
占

い
も
彼
ら
の
仕
事
の

一
つ
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
彼

ら
の
活
動

の
な
か
に
は
呪
詛
や
呪
詛

の
解
除
も
含
ま
れ
て
い
た
。

太
夫

は
旧
家

の
祭
り
を

「家
祈
祷
」
(宅
神
祭
)
と
表
現
す
る
が
、
そ
の
内
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近世土佐の槇山郷における天の神祭祀

容
は
多
様
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
の
地
域

の
旧
家
に
は
か
な
ら
ず

「恵
比
寿
棚
」

が
あ
る
。
さ
ら
に

「御
崎
」
(地
元
で
は
敬
意
を
込
め
て

「御
崎
様
」
と
呼
ば
れ
て

い
る
)
と
い
う
神

を
祀

っ
て
い
る
家
が

あ
る
。

こ
の

「御
崎
」

に
加

え
て
、

「天
の
神
」
(地
元
で
は

「天
の
神
様
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
)
を
祀

っ
て
い
る
旧
家

も
あ
る
。
と
く
に

「天
の
神
」
や

「御
崎

」
を
祀
る
家
は
、
旧
家
中
の
旧
家
と

さ
れ
る
家
で
あ
り
、
本
稿
で
詳
細
に
検
討

す
る
よ
う

に
、
そ
の
祭
祀
は
江
戸
時

代
初
期
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
こ
う
し
た

「
天
の
神
」
や

図3旧 家で の宅神祭 の一環 としてお こなわれた 日月祭 用の祭壇 の前で舞 う太

夫。上 段の飾 りがオバ ケである。

「御

崎
」
を
祀

っ
て

い
る
旧
家

の
な
か
に

は

「
お
十
七
夜
様
」

「
二
十
三
夜

様
」
あ

る

い
は

「
三

日

月

様
」
と
い
っ
て
、

一

七
日
や
二
三
日
、
三

日
の
月
を
い
ざ
な
ぎ

流
式
祭
儀
に
よ

っ
て

礼
拝
す
る
月
待
行
事

を
伴

っ
て
い
る
家
も

あ
る
。
こ
う
し
た
月

待
行
事
を
ま
と
め
て

に
ち
げ
つ
さ
い

「
日

月

祭

」

と

い
う

。

月
の
祭
祀
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
「
お
テ
ン
ト
ウ
さ
ま
を
祀

る
」
と
い
う
言

い
方
に
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
太
陽

の
祭
祀
も
含
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の

「
日
月
祭
」
の
大
祭

で
は
、
屋
外
に
、
月
が
昇

っ
て
く
る
方
向
に
向
か

っ

て
三
階
棚
の
祭
壇
を
組
み

(図
3
)、
そ
の
上
段
の
中
央
部

に
は
水
天
宮

の
幣
、

そ
の
左
右

に
日
月

の
幣
が
立

て
ら
れ
る
。
後
述

す
る
よ
う
に
、
こ
の

「日
月

祭
」
は
近
世
の

「天
の
神
祭
り
」
に
酷
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「宅
神
祭
」
は
、
「恵
比
寿
」
し
か
祀

っ
て
い
な
い
家

で
は
恵
比
寿

の
祭
り
だ

け
で
済
む
。
と
こ
ろ
が
、
「天
の
神
」
や

「御
崎
」
「
お
十
七
夜
」
と
い
っ
た
神

を
祀

っ
て
い
る
家

で
は
、
こ
れ
ら
の
す
べ
て
に
つ
い
て
の
祭
儀
を
お
こ
な
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
祭
儀
は
大
規
模

に
な
り
時
間
も
か
か
る
こ
と
に
な
る
。

い
ざ
な
ぎ
流
の
知
識
の
核
に
な

っ
て
い
る
の
は
、
他

の
地
域
に
見

い
だ
せ
な

い

こ
う
し
た
神
々
の
独
自
の
祭
祀

の
方
法
で
あ
る
。

家
祈
祷
に
お
け
る
い
ざ
な
ぎ
流
祭
祀
の
独
自
性
を
物
語
る
も
の
と
し
て
忘
れ

る
こ
と
が
で
き
な

い
の
は
、
上
述

の
神
々
と
は
い
さ
さ
か
性
格
を
異

に
す
る

み

こ

「
神
子
神
」

(巫
神
、
尊
神
と
も
表
記
)
で
あ
る
。

「神
子
神
」
と
は
、
人
を
神
に
祀
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
と
い

っ
て
も
、
誰

で
も
こ
の
神

に
な
れ
る
わ
け
で
は
な

い
。
「神
子
神
」

に
な
る
資
格
を
有
し
て

い
る
の
は
、
生
前
に
神
に
仕
え
た
者
で
あ

っ
て
、
そ
の
筆
頭
に
く
る
の
は
太
夫

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
職
人
や
猟
師
な
ど
も
、
そ
の
職
業
に
由
来
す
る
神
仏
を
信

仰
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
た
め
、
「神
子
神
」
に
な
る
資
格
を
も

っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
家

の
当
主
も
ま
た
、
上
述

の
よ
う
な
屋
内
神
を
祀
る
責
任
者
で
あ
る
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こ
と
か
ら
、
死
後
に

「神
子
神
」

に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

現
在

の
い
ざ
な
ぎ
流
式
の
家
祈
祷
の
ほ
と
ん
ど
は
、
現
当
主
が
前
当
主
も
し

く
は
生
前
太
夫
で
あ

っ
た
親
類
縁
者
を

「
神
子
神
」
に
す
る
た
め
の
祭
祀
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
祭
祀
を
す
る
と
き
、
そ
の
家
に

「
天
の
神
」
と
か

「御

崎
」
と
か
が
祀
ら
れ
て
い
れ
ば
、
そ
の
神

に
対
し
て
も
祭
り
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。
い
ざ
な
ぎ
流
で
は

「神
子
神
」

だ
け
の
祭
祀
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
子
神
祭
祀

の
た
め
の
家
祈
祷
を
介
し
て
、
い
ざ

な
ぎ
流
祭
祀
の
基
本
部
分
が
現
在
ま
で
伝

承
さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
も
過
言
で

は
な

い
の
で
あ
る
。

四

「
い
ざ
な
ぎ
流
祭
祀
」

と
は
ど

の
よ
う
な
も

の
か

い
ざ
な
ぎ
流
の
祭
祀
は
、
集
落
の
鎮
守

の
大
祭
の
場
合
は
、
集
落

の
役
員
会

(氏
子
総
代
会
)
で
相
談
の
上
で
太
夫
を
雇

う
こ
と
に
な
る
。
か
つ
て
は
鎮
守
の

祭
り
は
特
定
の
太
夫
家
が
代
々
勤
め
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る

が
、

い
ま
は
も
う
そ
う
し
た
伝
統
も
な
い
。
神
主
太
夫

の
血
統
が
絶
え
て
し
ま

っ
た
り
、
廃
業
し
て
し
ま

っ
た
り
、
氏
子
た
ち
が
祭
祀
が
簡
便
な
神
道
の
神
職

に
依
頼
す
る
こ
と
も
可
能

に
な

っ
た
か
ら

で
あ
る
。
旧
家
の
祭
り
の
場
合
は
、

そ
の
家
の
当
主
が
家
族
や
親
族
と
相
談

の
上
、
太
夫
を
雇
う
。
か

つ
て
は
親
戚

関
係

に
あ
る
太
夫
を
雇
う
傾
向
が
あ

っ
た
が
、
現
在

で
は
親
戚

の
な
か
に
太
夫

が
い
な
い
場
合
が
多

い
の
で
、
評
判
が
良
く
ま
た
雇

い
主
と
相
性
が
合
う
よ
う

な
太
夫
に
頼
む
。

雇
わ
れ
た
太
夫
は
、
祭
り
の
規
模
な
ど
を
勘
案
し
て
、
依
頼
者
に
準
備
す

べ

き
も
の
を
指
示
す
る
と
と
も
に
、
弟
子
の
太
夫
や
親
し
い
太
夫
に
手
伝
い
を
依

頼
す
る
。
太
夫
が
集
落
内
に
多
数
い
た
と
き
に
は
集
落
内

の
太
夫
で
こ
と
足
り

た
が
、
い
ま
で
は
集
落
を
超
え
て
太
夫
を
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
太
夫

の
数
が
減

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
。
か
つ
て
い
ざ
な
ぎ
流
式
の
祭
り
に
は

「十
二

人

の
神
楽
の
役
者
」
が
必
要

で
あ

っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
現
在
で
は
そ
れ
だ

け
の
太
夫
を
揃
え
る
こ
と
は
難
し
く
、
祭
り
の
リ
ー
ダ

ー
で
あ
る

「本
主
」
と

か

「本
役
」
と
呼
ぶ
太
夫

の
ほ
か
に
、
数
人
の
太
夫
が
雇
わ
れ
る
程
度
で
あ
る
。

祭
儀
の
中
核
は
、
太
夫
た
ち
が

「神
楽
」
(「ク
ラ
エ
」
と
も
い
う
)
を
円
座

に

な

っ
て
お
こ
な
う
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
い
ま
で
は
太
夫
だ
け
で
は
足
り
な

い
の
で
、
人
数
揃
え
の
た
め
に
祭
り
の
主
催
者
の
側

つ
ま
り
氏
子
の
な
か
か
ら

も
適
宜
参
加
す
る
。

い
ざ
な
ぎ
流

に
よ
る
神
祭
り
の
仕
方
は
、
鎮
守
の
祭
り

(昔
は
惣
祭
と
い
っ

た
が
、
現
在
で
は
神
祭
と
い
う
)
で
あ
れ
、
旧
家

の
祭
り

(宅
神
祭
)
で
あ
れ
、

山
の
神
や
水
神

の
祭
り
で
あ
れ
、
ま
た
祭
り
の
規
模

の
大
小
は
あ

っ
て
も
、
そ

の
基
本
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

簡
単
に
祭
儀

の
次
第
を
説
明
し
て
お
こ
う
。
祭
儀

は
大
き
く
分
け
て

「
取
り

分
け
」
、
「本
祭
り
」

(本
神
楽
)、
「鎮

め
」

の
三

つ
の
部
分
か
ら
構
成

さ
れ

て

い
る
。

ま
ず
、
祭
り
が
始
ま
る
前
日
、

一
日
か
け
て

「取
り
分
け
」
と
い
う
儀
礼
を

お
こ
な
う
。
こ
れ
は

「す
そ
」
(呪
詛
)
と
い
う
も
の
に
象
徴
さ
れ
る

「穢
れ
」
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の

一
切
を
呪
文
で

「
読
み
分
け
」
「取
り
分
け
」
「祓

い
分
け
」
で
狩
り
出
し
て
、

「
す
そ
の
み
て
ぐ
ら
」
に
集
め
、
「す
そ
林
」
と
呼
ぼ
れ
る
特
定
の
場
所

に
鎮
め

納
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を

「
す
そ
の
取
り
分
け
」
と
も
い
う
。
最

終
的
な
鎮
め
の
際
に
は
、
「す
そ
」
が
出

て
こ
な

い
よ
う
に
、
「高
田
王
子
」
と

い
う

「式
王
子
」
(式
神
の

一
種
)
を
呼
び
寄
せ
て
、
呪
的
に
封
印
す
る
。
太
夫

た
ち
は
、
こ
の

「取
り
分
け
」
は

「祭
り
」

の
準
備
の
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
る

も
の
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
「祭
り
」

に
は
含
め
て
い
な

い
。
こ
の
た
め
に
、

「取
り
分
け
」
の
儀
礼
を
お
こ
な
う
と
き

の
太
夫
の
服
装
は
普
段
着

の
ま
ま
で

あ
る
。
ま
た
、
昔
は

「取
り
分
け
」
を
お
こ
な

っ
た
太
夫
は

「本
祭
り
」
に
は

参
加
で
き
な
か
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

「取
り
分
け
」
が
終
了
す
る
と
、
祭
り
の
準
備

に
と
り
か
か
る
。

い
ざ
な
ぎ
流

図4宅 神祭の湯立てをする太夫

で
は
た
く
さ
ん
の

「御
幣
」
が
作
ら
れ
て
祭
壇
等
に
飾
ら
れ
る
。
そ
の
多
く
は

い
ざ
な
ぎ
流
の
神

々
を
象

っ
た
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
そ
れ
ら
は

「神
像
」

で
あ

っ
て

「
の
り
く
ら
」
の
役
割
も
も

っ
て
い
る
。
御
幣
の
多
く
は
祭
り
が
終

了
す
る
と
き
に
廃
棄
さ
れ
る
が
、
「
天
の
神
」
や

「御
崎
」
「神
子
神
」
な
ど
は

家
の
天
井
裏
や
屋
根
裏
に
恒
常
的
に
祀
ら
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
、
そ
の
場
合

は
古

い
も
の
を
新
し
い
も
の
に
切
り
換
え
て
、
再
び
天
井
裏
な
ど
に
常
設
す
る

こ
と
に
な
る
。

(16
)

祭
壇
や
祭
り

の
舞
台

が
で
き
あ
が

る
と
、
「本
祭
り
」
に
入

る
。
こ
れ
を

し
よ
う
じ

「精
進
入
り
」
と
い
う
。
最
初
は

「湯
神
楽
」
で
、
釜
で
湯
を
沸
か
し
そ
の
湯

と
火
で
舞
台
を
清
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る

(図
4
)。

こ
れ
が
終
了
す

る
と
、
「礼
神
楽
」
と
な
る
。
こ
れ
は
、
祭

り
に
用
い
る

「太
鼓
」
や

「榊
」

「錫
杖
鈴
」
な
ど
の
祭
旦
ハな
ど
の
聖
化
も
し
く
は
活
性
化
を
目
的
と
し
た
も

の

で
、
「大
鼓

の
本
地
」
や

「榊
の
本
地
」
と

い
っ
た
短

い
祭
文
を
読
み
唱
え
る
。

こ
れ
が
終
了
す
る
と
、
よ
う
や
く

「本
神
楽
」

へ
と
移
る
。
も

っ
と
も
単
純
な

「本
神
楽
」
は

「
恵
比
寿

の
神
楽
」
だ
け
で
あ

る
が
、
旧
家

に
は

「天

の
神
」

や

「日
月
様
」
(お
十
七
夜
様
、
三
日
月
様
、
二
十
三
夜
様
)、
「御
崎
」
等
が
祀

ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
の
神
々
ご
と
に

「神
楽
」
を
差
し
上
げ

る
こ
と
に

な
る
。
そ
し
て
先
代
の
当
主
を

「神
子
神
」
に
祀
り
上
げ
る
の
が

一
番
の
目
的

で
あ

っ
た
な
ら
ば
、
「神
子
神
」
の

「神
楽
」
も
執
り
お
こ
な
わ
れ
る
わ
け
で

あ
る
。
本
神
楽

の
最
後
に
、
祭
り
の
終
了
の
祝
福
の
言
葉
を
述

べ
、
「
の
と
幣
」

で
も

っ
て
祓
う
所
作
を
す
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
神
祭
り
の
中
心
は

「
ク

ラ

エ
」
(神
楽
)
に
あ
り
、
各
神
楽

の
最
後
に
は

「舞
」
が
舞
わ
れ
た
。
舞
の
こ
と
を

「舞
神
楽
」
と
呼
ぶ
こ
と
も

あ
る
。

「本
祭
り
」
の
す
べ
て
の
神
楽
が

つ
つ
が

な
く
終
了
す
る
と
、
「鎮
め
」
と
な

る
。
こ
れ
は

「荒
神

の
鎮
め
」
と
い
っ
て
、
祭
り
の
騒
ぎ
で
目
覚
め
た
か
も
し

れ
な
い

「
荒
神
」
を
丁
寧

に
鎮
め
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
儀
礼
で
は
、
修

験
風
の
五
つ
の
印
で
も

っ
て
封
じ
る

「五
印
鎮
め
」
が
核
に
な

っ
て
い
る
。

(17
)

「祭
文
」
や

「法
文
」

に
も
触
れ
て
お
こ
う
。

い
ざ
な
ぎ
流

で
は
た
く
さ
ん
の

「祭
文
」
と
か

「
法
文
」
と
か
称
す
る
も
の
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
「祭
文
」
は

神

々
の
回
向

の
た
め
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
て
、
神
々
の
生
ま
れ
育
ち
や
偉
業

が
語
り
込
ま
れ
た
も
の
で
、
祭
儀
の
な
か
で
読
み
唱
え
ら
れ
る
。
基
本
と
な
る

祭
文
は

「
い
ざ
な
ぎ
流
七
通
り
の
祭
文
」

と
呼
ぼ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
以
外
に

「呪
詛
の
祭
文
」
な
ど
数
種
の
祭
文
を
習
い
覚
え
れ
ば
、
現
在

で
は

と
り
あ
え
ず
十
分
と
さ
れ
て
い
る
。

い
っ
ぽ
う
、
「法
文
」
は
病
人
祈
祷
な

ど
の
呪
術
的
な
儀
礼
を
お
こ
な
う
と

お
こ
な

き
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
、
「式

の
行

い
」
と
か

「式
法
」
と
総
称
さ
れ
る
儀

礼

の
中
核
と
な
る
も

の
で
あ
る
。
病
人
祈
祷
は
祈
祷
に
よ

っ
て
病
魔
を
退
散
さ

せ
る
の
が
目
的
な

の
で
、
そ
こ
で
用
い
る

「法
文
」
に
は
病
魔

に
向

け
て
の

「血
花
を
咲

か
す
」
な
ど
と
い
っ
た
す
さ
ま
じ
い
言
葉
が
語
り
込
め
ら
れ
て
い

る
。
病
人
祈
祷
の
や
り
方
は
、
上
述

の

「
神
祭
り
」
の
や
り
方
と
は
異
な
る
が
、

そ
の
基
本
構
造
は

「取
り
分
け
」

に
よ
く
似
て
い
る
。
こ
の

「式
法
」

の
特
殊

な
用
法
が
、
人
間

に
危
害
を
加
え
る
た
め
の

「呪
詛
」
で
あ
る
。
こ
れ
は

コ
袰

式
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。

最
後

に
、

い
ざ
な
ぎ
流
太
夫

の
、
村
外

の
教
団
な
ど
と
の
関
係

に
つ
い
て
述

べ
て
お
く
。

い
ざ
な
ぎ
流
は
土
着

の
信
仰
で
あ

っ
て
、
外
部
の
教
団
組
織
に
よ

っ
て
管
理
さ
れ
て
き
た
も
の
で
は
な
い
。

一
人
前
の
い
ざ
な
ぎ
流
太
夫
に
な

っ

た
こ
と
の
承
認
は
師
匠
の
太
夫
が
与
え
、
ま
た
周
囲
の
人
び
と
は
そ
の
力
量
を

見
定
め
て
本
役
と
し
て
雇
う
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
。

い
ざ
な
ぎ
流

に
と

っ
て

肝
心
な
こ
と
は
、
そ
の
知
識
と
運
用
方
法
を
周
囲
の
人
び
と
が
納
得

で
き
る
よ

う
に
習
得
し
て
い
る
か
ど
う
か
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
い
ざ
な
ぎ
流
太
夫
の
多
く
は
そ
れ
で
満
足
し
て
い
な
か

っ

(18
)

た
よ
う
で
あ
る
。
別
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
江
戸
時
代
後
期
以
降
、
か
れ
ら
の

先
祖
た
ち
は
、
神
職

の
総
元
締
め
で
あ
る

「吉
田
家
」
や
陰
陽
師
の
そ
れ
で
あ

る

「土
御
門
家
」
な
ど
村
外
の
教
団
が
発
行
す
る

「許
状
」
を
手
に
入
れ
よ
う

と
し
た
。
そ
れ
を
い
わ
ゆ
る
身
分
証
明
書
と
し
て
あ
る
い
は
権
威
づ
け
と
し
て

用

い
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
近
代
に
な

っ
て
も
続
き
、
戦
前

ま
で
は
、
物
部
村
地
域
で
は

「神
道
修
成
派
」
に
属
す
る
太
夫
が
多
く
、
戦
後

は
神
社
庁

の
主
催
す
る
神
職
研
修
を
受
け
て
神
職
資
格
を
得
よ
う
と
す
る
太
夫

が
か
な
り
出
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
日
伝
わ
る
い
ざ
な
ぎ
流

の
知
識
の

な
か
に
、
そ
う
し
た
外
部
の
教
団
等
か
ら
得
た
と
思
わ
れ
る
知
識

の
影
響
を
あ

ま
り
見
出
せ
な

い
。
よ
う
す
る
に
、
外
部
教
団
の
許
状
は
他
の
太
夫
と
の
差
別

化
や
箔

つ
け

・
権
威
づ
け
に
利
用
さ
れ
る
に
留
ま
り
、

い
ざ
な
ぎ
流
信
仰
の
基
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本
構
造
や
知
識
内
容
を
大
き
く
変
質
さ
せ
る
ほ
ど
の
力
を
も

っ
て
い
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

五

岡
内

の
天
の
神
祭
り
は
ど
の
よ
う
な
祭
り
で
あ

っ
た
の
か

い
ざ
な
ぎ
流
に
関
す
る
基
礎
知
識
を
提
供
し
終
え
た
の
で
、
本
論

に
入
ろ
う
。

『披
山
風
土
記
』
巻
第

二
に
よ
れ
ば
、
文

化

一
二

(
一
八

一
五
)
年
当
時
、
槇

山
郷

の
村
々
に
は
、
「天

の
神
」
は
、
大
座

が
七
座
、
小
座
が
五
〇
座
、
合
計

で
五
七
座
が
祀
ら
れ
て
い
た
。
大
座
は
、
槇
山
川
沿

い
の
仙
頭
、
押
谷
、
根
木

屋
、
岡
内
、
別
役
、
市
宇
、
別
府
の
七

つ
の
村

の

「
土
居
」

(名
本
)
の
家

で

祀
ら
れ
、
と
く
に
岡
内
の
大
座
は

「岡
内
土
居
大
祭

五
座
五
等
祭
」
と
注
記

さ
れ
て
お
り
、
大
座
七
座
の
う
ち
で
も
特
別

の
祭
り
と
み
な
さ
れ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。

「五
座
五
等
祭
」
が
な
に
を
意
味
す
る
の
か
は
定
か
で
な
い
。
だ
が
、
「
五
座
」

が

「天
の
神
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ぼ
、
大
座
が

「
七
座
」
と
な
る
以
前
に

「
五
座
」
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
ま

た

「
五
等
」
と
は

「
五
党

(統
)」

つ

ま
り
五

つ
の
集
団

(土
居
)
を
意
味
し
て

い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

「
五
座
」
を

「御
座
」
と
理
解
す
る
こ
と
も

で
き
る
。
「ご
と
う
」
は
、
本
来
の

意
味
は
不
明
で
あ
る
が
、
現
在
の
い
ざ
な
ぎ
流
祭
儀

の
な
か
で

「ご
と
う
を
と

る
」
と
呼
ぼ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
か
ら
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
、

と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

『披
山
風
土
記
』
巻
第
四
に
は
、
文
化

一
二
年
当
時

の
岡
内

の
名
本

・
小
松
家

の
天
の
神

の
祭
式

(祭
日
は

一
一
月

一
四
日
)
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
、

(19

V

そ
れ
を
詳
し
く
紹
介
す
る
。

記
述
は
、
祭
壇
作
り
と
祭
具
、
供
え
物

の
用
意
か
ら
始
ま
る
。
現
在
の
い
ざ

な
ぎ
流
祭
式
で
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
祭
礼
に
入
る
前

に
、
お
お
む
ね

一
日
か
け
て
、
「取
り
分
け
」
と
い
う
儀
礼
を
お
こ
な
う
。
さ
ま
ざ
ま
な

「
す

そ
」
を
祭
文
や
法
文
な
ど
を
読
ん
で
狩
り
集
め
て
鎮
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
『披
山
風
土
記
』
に
は
、
「取
り
分
け
」

の
記
述
が
な

い
。
す
ぐ
に
祭

壇
作
り
の
記
述
-

現
在
の
太
夫
の
表
現
で
は

「精
進
入
り
」
1

に
入

っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
も

っ
と
も
、
「取
り
分
け
」

の
記
述
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、

そ
れ
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
は
断
言
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
今
日
の
い
ざ

な
ぎ
流
太
夫
た
ち
に
よ
れ
ば
、
現
在
の
い
ざ
な
ぎ
流
祭
祀
で
も

「
取
り
分
け
」

は
、

い
ざ
な
ぎ
流
独
特
の
衣
装

で
お
こ
な
う

「本
祭
り
」
と
は
区
別
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
祭

日
の

一
一
月

一
四
日
の
前
日
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
上
中
下

の
三
段
か
ら
な
る
高
棚
を
作
り
、
各
棚

に

一
二
本
、
合
計
三

六
本

の
飾
り
幣
を
挿
す
。
さ
ら
に

「
オ

バ
ケ
」
と
呼
ぶ
竹
を
祭
殿

(四
方
を
し

め
縄
で
囲
っ
た
祭
り
を
執
行
す
る
空
間
)
の
正
面
の
庭

に
立

て
る
。
竹
の
長
さ
は

七
尋
三
尺
。
竹
の
頂
上
に

「本
幣
」
と

い
っ
て
、

一
本
ま

っ
す
ぐ
に
立
て
て
釘

で
固
定
す
る
。
ま
た
、
そ
の
左
右

に
二
本
ず

つ
計
四
本
を
打
ち
付
け
て
さ
す
。

こ
れ
ら
五
本
の
幣
は

「オ

バ
ケ
の
飾
り
幣
」
と
い
う
。
オ

バ
ケ
の
頂
き
に
釘
で

と
り
付
け
ら
れ
た

「
本
幣
」
は
、
「手

五
ツ
」

つ
ま
り
幣

の
頭
部
か
ら
下
が
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図5『 披 山風土記 』に記載 され ている、岡内天

の神祭 りの本幣

 

る
紙
手
が
五

つ
下
が
り
に
作
ら
れ
る
。
こ

の
幣
は

「
是
則
日
ノ
神
月
ノ
神

二
奉

ル
幣
ナ
リ
」
と
あ
る

(図
5
)。
左
右
各
二
本
の
飾
り
幣
は
、

一
つ
は

「本
幣
」

と
切
り
方
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
本
幣
と
違

っ
て
紙
手
の
部
分
が
四
つ
と
な

っ

て
い
る
も
の
が

一
本
、
「権
大
僧
都
乃
幣
」

と
呼
ば
れ
る
も
の
が

一
本
、
「阿
多

古

(愛
宕
)
乃
幣
」
が

一
本
、
コ
ニ
幣
」
が

一
本
で
あ
る
。

こ

の
記
述

か
ら
、
こ
こ
で

い
う

「天

の
神
祭

り
」
と

は
、
「日

の
神
」
と

「月
の
神
」
す
な
わ
ち
太
陽
と
月
を
神
格
化

し
礼
拝
す
る
儀
礼
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。
し
か
も
、

こ
の
祭
礼

の
次
第
は
現
在
お
こ
な
わ
れ
て
い
る

「日
月

祭
」
と
そ
れ
ほ
ど
変
わ
り
は
な

い
。
と
す
れ
ば
、
別
府
で
現
在
お
こ
な
わ
れ
て

い
る
カ

マ
ド
を
中
心
す
る

「天

の
神
祭
り
」
は
、
そ
の
後

の

「編

み
出
し
」

(新
し
い
祭
祀
方
法
)
で
あ

っ
て
、
い
ざ
な
ぎ

流
の

「日
月
祭
」
こ
そ
岡
内
な
ど

の
天
の
神
祭
祀

の
延
長
上
に
位
置
づ
け
る

べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。次

に

「
バ
ッ
カ
イ
」
と
い
う
も
の
を
作
り
、
祭
殿
内

の
高
棚
の
正
面
に
垂
れ

下
げ
る
。
こ
れ
は
高
さ

一
色
二
寸
の
六
角

の
曲
げ
物
を
使

っ
て
作

っ
た
も
の
で
、

バ
ッ
カ
イ
に
は

「
み
ど
り
の
緒
」
と
よ
ぶ
紐
を

つ
け
る
。
こ
れ
は

「舞
ヲ
マ
フ

ト
キ

ニ
ミ
ド
リ
ノ
緒
ヲ
舞

ニ
ア
ワ
セ
テ
ヒ
ク
ナ
リ
」
と
あ
る
の
で
、
舞
を
舞
う

と
き
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
バ
ッ
カ
イ
を
上
下
左
右
に
揺
ら
す
た
め
の
も
の
で
あ

る
。
も

っ
と
も
、
『披
山
風
土
記
』
巻
第
二
に
、
「土
居
々
々
ノ
天
ノ
神
祭

二
御

ハ
ケ
ヲ
立
テ
三
階
ノ
高
棚
ヲ
作
リ
、
バ
ッ
カ
イ
ト
テ
檜
ヲ
以
テ
六
角

二
造
テ
是

ヲ
祭
殿

ニ
ツ
リ
テ
祭
ル
、
是
ヲ
バ
ッ
カ
イ
仕
立
ト
モ
云
」
と
あ
る
の
で
、
バ
ッ

カ
イ
を
作
る
の
は
、
岡
内

の
土
居
の
大
祭
だ
け
に
限

っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
そ

の
他
の
土
居

の
天
の
神
祭
り
に
も
設
け
ら
れ
た
。

補
足
説
明
を
加
え
る
と
、
バ
ッ
カ
イ
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
現
在
の
い
ざ
な

ぎ
流
方
式
に
よ
る

「宅
神
祭
」
の
う

ち
、
「天

の
神
」
や

「御
崎
」
を
祀

っ
て

い
る
家

の

「宅
神
祭
」
で
作
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
『披
山
風
土
記
』
で
述

べ
ら

れ
て
い
る
や
り
か
た
で
は
な
く
、
こ
れ
は

『披
山
風
土
記
』

に
い
う

「
ア
マ
仕

立
て
」
と
呼
ば
れ
る
略
式

の
バ
ッ
カ
イ
に
あ
た
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
戦

前
ま
で
は
、
バ
ッ
カ
イ
を
上
下
に
揺
ら
し
て
移
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

な
、
本
式

の
バ
ッ
カ
イ
を
用
い
た
宅
神
祭
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。

ま
た
、
神
楽
の
役
者
が
用

い
る

「神
楽
幣
」

(本
幣
と
同
じ
も
の
)
を

一
二
本
、

さ
ら
に

「祓
い
幣
」
を

一
本
製
作
す
る
。
祭
殿

の
四
方

に
め
ぐ
ら
し
た
注
連
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
七
五
三
の
足
を
付
け
、
紙

の

「
二
手
」

(シ
デ
)
を

つ
け
る
。
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さ
ら
に
、
「十
二
の
コ
ミ

コ
」
と
呼
ぶ
も

の
を
四
枚
作

っ
て
四
方

の
注
連

に
挟

む
。

こ
れ
は
現
在
で
も
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
半
紙

一
枚
に
三
体

の
コ
ミ
コ
を

象

っ
た
も
の
で
あ
る
。

「
天
の
神
」

へ
の

「神
供
」

(神

へ
の
供
え
物
)
と
し
て
、
高
棚

の
上
段
に

「神

酒
」
、
中
段
に

「鏡
餅
」
、
下
段

に

「洗
米

や
芋
」
が
供
え
ら
れ
る
。
「
天
の
神

の
神
供
」
の
他
に
、
「
八
幡
宮
」
「馬
岡
公

士
方
大
明
神
十
五
座
八
幡
宮

一
座
」

(村
社
)、
「
マ
リ
四
天

(摩
利
支
天
)」
「地
神
荒
神
土
公
釜
神
」
「十
六
善
神
達

摩

(磨
)
大
師
地
蔵
菩

薩
」
「家
荒
神
夷

大
国
家
内

七
十

二
座
」
「租

(祖
)

神
」
「土
佐
国
廿

一
社
」
「
日
本
大
小
神
祗
」
「山
祗
」
「水
神
道
陸
番
荒
神
」
の

合
計
十

一
膳
の

「神
供
」
が
用
意
さ
れ
る
。

こ
の
記
述
か
ら
も
、
少
な
く
と
も
こ
の
岡
内

の

「
天
の
神
」
に
限

っ
て
い
え

ば
、
天
の
神
は
、
八
幡
神
以
下

の
諸
神
に
は
別
の
膳
が
供
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
判
断
し
て
、
八
幡
神
で
も
な
け
れ
ば
、
吉
村
淑
甫
氏
が
推
測
し
た
摩
利
支

天
で
も
な
く
、
地
神
や
荒
神
、
さ
ら
に
は
別
府

で
い
わ
れ
て
い
る
天
の
神
の
正

体

で
あ
る
土
公
神

(大
土
公

・
小
土
公
神
)
で
も
、
カ

マ
ド
神

で
も
な

い
、
と

い
う
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

天
の
神
祭
り
に
必
要
な
祭
壇
の
建
設
や
祭
具

・
神
供

の
準
備
が
済

む
と
、

「祭
例
」
に
移

る
。
「祭
例
」
と
は

「祭
礼

の
仕
方
」
と

い
う
こ
と
ら
し

い
。

「本
祭
り
」
に
当
た
る
。
『披
山
風
土
記
』

は
、

こ
れ
を

一
八
の
段
階

に
分
け
て

説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
を
順
に
紹
介
し
て

い
こ
う
。

ほ

て

第

一
は

「湯
立
」
で
あ
る
。
第

二
は

「
火
手
」。
第
三
は

「塩
祓
い
」
。
こ
れ

は
現
在
の
家
祈
祷
で
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
も
の
に
近
い
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

釜
に
湯
を
沸
か
し
、
そ
の
湯
と
湯
を
沸
か
し
た
火

で
、
舞
台

(祭
殿
)
を
浄
め

へ

あ
げ

る
と
い
う
儀
礼

で
あ
る
。
第
四
は

「歴
上
ル
」
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

一
二
人

の
神
楽
男
が
、
神
楽
幣
を
そ
れ
ぞ
れ

一
本
か
ざ
し
も

っ
て
、
並
ん
で
こ
れ
を
勤

め
る
、
と
説
明
し
て
い
る
。
現
在
で
は

「
ヘ
ア
ゲ

ル
」
と
は
、
幣
を
も
ち
錫
杖

鈴
を
鳴
ら
し
て
激
し
く
舞

っ
て
回
り
、
そ
れ
で
神
を
も
て
な
し
た
り
舞
い
上
が

ら
せ
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
第

一
か
ら
第
四
ま
で
は
、
現
在

の

「湯
神
楽
」
に
相
当
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

第
五
は

「神
供
」
。
こ
れ
は
、
す
で
に
述

べ
た
よ
う

に
、
用
意
し
た
お
供
え

を
神
前

に
す
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
終
わ
る
と
、
吸
い
物
と
酒
が
出
る
。

小
休
止
で
あ
る
。

お

は

け

第
六
は

「御
波
斗
建
ル
」
。
第
七
は

「注
連
曳
」。
第
八
は

「禮
神
楽
」
。
「禮

神
楽
」
は
十
二
人
の

「神
職
」

つ
ま
り

「神
楽
男
」
が
居
並
ん
で
頭
を
う
な
ず

い
て
こ
れ
を
お
こ
な
う
、
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
現
在

で
も

「湯
神
楽
」
に
続

い
て

「礼
神
楽
」
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
現
在
の

「礼
神
楽
」
は
、
注
連
や
榊
、

太
鼓
な
ど
の
祭
旦
ハに
関
す
る

「本
地
」

(祭
文
)
を
唱
え
る
こ
と
が
中
心
と
な

っ
て
い
る
。
現
在

の
太
夫
た
ち
は
、
太
夫
た
ち
が
円
座

に
な

っ
て
座

り
、
「神

楽
幣
」
を
前
に
支
え
も
ち
、
身
体
を
左
右
に
ゆ

っ
く
り
唱
え
ご
と
し
な
が
ら
揺

ら
す
こ
と
を

「神
楽
」
(ク
ラ
エ
)
と
称
し
て
い
る
。
こ
こ
で
お
こ
な
わ
れ
て

い
る
所
作
も
、
お
お
む
ね
こ
れ
と
同
じ
も
の
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

第
九
は

「氏
子
中

の
神
楽
」
で
、
お
こ
な
う
こ
と
は

「
禮
神
楽
」
と
同
じ
だ
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と
い
う
。
問
題
と
な
る
の
は
、

こ
こ
で
述

べ
ら
れ
て
い
る

「氏
子
中
」
が
誰
を

指
し
て
い
る
の
か
、
そ
の

「神
楽
」
と
は
具
体
的
に
い
か
な
る
種
類

の
神
楽
か
、

と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
氏
子
と
は
お
そ
ら
く
は
岡
内
の
名
本
家
の
分
家
や
子
孫

た
ち
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
後
者

に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
旧
家
に
祀
ら
れ
て

い
る

「御
崎
」
や

「恵
比
寿
」

の
神
楽
の
こ
と
で
は
な
い
こ
と
は
、
第
十
二
の

「
ク
ラ

エ
」
か
ら
わ
か
る
。
現
在

の
い
ざ
な
ぎ
流
太
夫
が
所
蔵
す
る
天
の
神
の

式
次
第
を
記
し
た
資
料

に
照
ら
し
て
判
断

す
る
と
、
「神
子
神
」
に
関
わ
る
神

つ
く
り
は
つ
ほ

楽
で
あ

っ
た
可
能
性
が
高

い
。
次
の
第
十

は

「舞
」
、
第
十

一
は

「作
初
穂
舞
」

が
あ

っ
て
、
こ
こ
で
ま
た
小
休
止
と
な
る
。

第
十
二
は

「
ク
ラ

エ
」
で
あ
る
。
こ
れ
も
現
行
の
い
ざ
な
ぎ
流
と
同
じ
よ
う

に
、

一
二
人

の
神
楽
男
が
円
座
に
な

っ
て
お
こ
な
う
。

一
番
目

の
ク
ラ

エ
は

「夷
グ
ラ

エ
」

で

「夷
の
祭
文
」
を
読
む
。

二
番
目
は

「地
神
荒
神

ク
ラ

エ
」

で
や
は
り
祭
文
を
読
む
。
祭
文
名
は
記
述

さ
れ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く

「地

神

の
祭
文
」
「
荒
神
の
祭
文
」
も
読
み
唱
え

ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
終

わ
る
と
、
ま
た
小
休
止
と
な
り
、
吸

い
物

・
酒
が
出
る
。
現
在
で
は
こ
の
部
分

は

「恵
比
寿

の
神
楽
」
に
相
当
す
る
。

お
ん
ざ
き

第
十

二

の
三
番

目
は

「山
神
」
、
四
番

目

は

「御
先

本
地
」
、
五

番
目

は

お
ん
よ

「御
代
ノ
本
地
」
、
六
番
目
は

「弓
の
本
地
」
そ
し
て
第
七
番
目
は

「大
将
軍
本

地
」
と
な

っ
て
い
る
。
「山
の
神
」
以
降
は
、
祭
文
を
読
む
こ
と
や
ク
ラ

エ
を

す
る
と
は
記
さ
れ
て
な
い
が
、
省
略
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
山
の
神
」
「御
先
」
(御
崎
)
「御
代
」
「大
将
軍
」
で
も
祭
文
読

み
と
ク
ラ

エ

が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
ク
ラ

エ
の
唱
え
ご
と
は
不
明
で
あ
る
。
現

在
で
は
、
祭
殿

の
御
幣
に
神
を
招
き
、
そ
の
神
を

「水
グ
ラ
エ
」
と
い
っ
て
聖

な
る
水
で
清
め
る
こ
と
を

い
う
。
も

っ
と
も
、
水
グ
ラ

エ
と
は
い
っ
て
も
、
本

物

の
水
を
注
ぐ
の
で
は
な
く
、
言
葉
の
上
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。

留
意
し
た
い
の
は
、
祭
文
読
み
と
ク
ラ

エ
の
最
後
が

「大
将
軍
」
で
あ
る
こ

と
で
あ
る
。
ど
う
や
ら
、
こ
れ
を
見
る
限
り
で
は
、
「
天
の
神
」
と
は

「日

の

神

・
月
の
神
」
と
さ
れ
る
と
と
も

「大
将
軍
」
と
も
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
い
ざ
な
ぎ
流
の
祭
文
類
、
た
と
え
ば

「
い
ざ
な
ぎ
の
祭
文
」
な
ど
の
な

に

た
い

に
ち
げ

つ
つ
き
ひ

か
に

「
二
体
の
日
月
月
日
の
将
軍
様
」
と
い
っ
た
神
格
が
登
場
す
る
が
、
そ
れ

が
こ
こ
で
い
う

「大
将
軍
」
と
照
応
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

第
十
三
か
ら
第
十
五
ま
で
は

「舞
」
で
あ
る
。
「方
神
供

の
舞
」
は
幣
を
か

ざ
し
て
二
人
で
舞
う
。
現
在
の
太
夫

の
説
明

に
よ
れ
ば
、
「ほ
う
じ
ん
ぐ
う

の

舞
」
は
作
物

(里
芋
)
を
植
え
る
所
作
を
象
徴
す
る
舞
で
あ
る
と
い
う
。
「
ヤ

ナ
グ
イ
の
舞
」
は
弓
と
箭
坪
を
も

っ
て
二
人
で
舞
う
も

の
で
あ
り
、
「
ツ
ル
ギ

の
舞
」
は
剣
を
も

っ
て
舞
う
も

の
で
あ

っ
た
ら
し

い
。
「や
な
ぐ

い
」
と
は

「矢
を
食
う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

以
上
で
、
祭
礼
は
終
了
し
、
第
十
五
か
ら
十
八
は
締
め
く
く
り
の
段
階
で
あ

る
。
第
十
六
は

「注
連
ヤ
ブ
リ
」、
第
十
七
は

「神
送
」
で
あ
る
。
そ
し
て
第

十
八
の

「
注
連
切
」
で
も

っ
て
祭
り
は
終
了
す
る
。

現
在

の

「宅
神
祭
」
と
比
較
し
て
、
気

に
な
る
の
は
、
現
在

で
は
、
「神
送

り
」
や

「
注
連
切
り
」

の
前
に

「
荒
神
鎮
め
」
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
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あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
『披
山
風
土
記
』
に
は
、
そ
の
記
述
が
な

い
。
と

い
う
こ

と
は
、
「鎮
め
」
の
儀
礼
が
な
か

っ
た
か
、
あ
る
い
は
あ

っ
た
と
し

て
も
現
在

の
よ
う
な
規
模
の
も
の
で
は
な
か

っ
た
、

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
と
す
る

な
ら
ば
、
現
在
の
よ
う
な

「鎮
め
」
は
、
後

の
変
容
も
し
く
は
創
出
と
い
う
こ

と
が

で
き
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
留
意

し
た

い
の
は
、
『披
山
風
土
記
』
の

「祭
例
」
の
次
第
に
は
記
述
さ
れ
て
い
な

い
が
、
資
料
と
し
て
付
載
さ
れ
て
い

る

「神
職
」
(役
職
)
の
リ
ス
ト
に
は
、
「
晴
明
の
面
」
と
い
う
役

の
者
が
い
る

こ
と
で
あ
る
。
天
の
神
祭
り
で
は
、
晴
明

の
面
を
用

い
た
舞
や
儀
礼
が

「鎮

め
」
の
役
目
を
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な

い
。

祭
日
に
つ
い
て
も
若
干
述

べ
て
お
こ
う
。
岡
内

の
天
の
神
祭
り
の
祭
日
は
、

一
一
月

の

一
四
日
で
あ
る
。
今
日
旧
家
で
お
こ
な
わ
れ
る

「日
月
祭
」
は
、
三

日
月
、

一
七
日
、
二
三
日
の
い
ず
れ
が
を
礼
拝
す
る
。
こ
れ
に
照
ら
す
と
、

一

四
日
と
い
う
日
が
祭
日
で
あ
る
の
は
腑
に
落
ち
な
い
。
思
う
に
、
こ
の
祭
り
は
、

一
四
日
か
ら
始
ま
り
、
翌
日
の
満
月
か
、
一
七
日
の
月
が
昇

っ
て
く
る
時
に
ク

ラ
イ

マ
ッ
ク
ス
を
迎
え
る
よ
う
に
組

み
立

て
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

最
後
に
、
こ
う
し
た
天
の
神
祭
り
の
記
述
か
ら
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
祭
り

の
特
徴
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
さ
ま
ざ

ま
な
神
格
が
祭
祀
さ
れ
て
い
る
が
、

ク
ラ
エ
や
祭
文
あ
る
い
は
舞
が
、
「大
将

軍
」
を
ク
ラ
イ

マ
ッ
ク
ス
に
し
て
お

り
、
し
か
も
弓
や
箭
坪
、
剣
な
ど
の
武
具
を
用

い
た
舞
が
主
流

で
あ
る
と
い
う

点
か
ら
判
断
す
る
と
、
「天

の
神
」

の
本
質
は

「戦
さ
」
に
あ

っ
た
こ
と
が
わ

　
の
　

か
る
。
こ
れ
は
こ
の
祭
り
の
起
源
を
考
え

る
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
岡
内
の
天
の
神
祭
り
の
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
で
あ

る
、
バ
ッ
カ
イ
を
揺
り
動
か
す
儀
礼
は
、
別
府
の

「惣

の
市
」
と
呼
ば
れ
る
役

目

の
者

の
仕
事
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
、
こ
の
惣

の
市
が
天
の
神
祭
り
の
供

物

の
大
半
を
布
施
と
し
て
も
ら

っ
て
い
る
。
こ
の
点
も
留
意
し
て
お
く
べ
き
で

あ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
岡
内

の
天
の
神
祭
り
が
ど
の
よ
う
な
祭
り
で
あ
り
、
さ

ら
に
は
い
う
と
、

い
ざ
な
ぎ
流

の
祭
儀
に
酷
似
す
る
天
の
神
祭
り
が
近
世
の
文

化
年
間

に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
「
い
ざ
な
ぎ
流
」
の
神
祭
り
の
骨
格
は
、
確
実

に
そ
の
頃
ま
で
遡
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
祭
り
で
唱
え
ら
れ
る

「夷

の
祭
文
」

や

「山

の
神

の
祭
文
」
、
「地
神
荒
神

の
祭
文
」
(現
在
の
い
ざ
な
ぎ
流
で
は

「地

神
の
祭
文
」
と

「荒
神
の
祭
文
」
は
区
別
さ
れ
て
い
る
)、
「御
先
の
本
地
」
「弓
の

本
地
」
等
も
、
今
日
の
い
ざ
な
ぎ
流
の
祭
文
群
の
な
か
で
中
心
的
な
祭
文
と
し

て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

六

岡
内
の
天
の
神
祭
り
の

「十

二
人
の
神
楽
男
」
と
は
誰
か

と
こ
ろ
で
、
ま
こ
と
に
興
味
深

い
こ
と
に
、
『披
山
風
土
記
』

に
は
、
岡
内

の
天

の
神
祭

り
に
お
い
て
、
「
ク
ラ

へ
」
(神
楽
)
を
す
る

「神
職
」

つ
ま
り

「十

二
人

の
神
楽
男
」
の
役
目
を
務
め
る
者
が
決
ま

っ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「神
主

別
府
乃
惣
乃
市
」、
コ

宇
ノ
野
々
内
」、
「山

崎
ノ
勾
当
」、
「専
当
ノ
神
我
」
、
「
岡
内
乃
神
我
」、
「菰
敷

・
太
鼓
打

押
谷
ノ
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佐
岡
」
、
「別
役

ノ
権

の
市
」、
「磯
尾
谷
ノ
坐
預

専
当
」
、
「
工

専
当
ノ
舞

奄
」、
「仙
頭
ノ
正
住
」
、
「
清
明
ノ
面

押

谷
ノ
槇
尾
」、
「大
栃
ノ
六
別
当
」

の
、

一
二
人
の

「役
者
」
で
あ
る
。
「神
我
」
は

「か
ん
ぬ
し
」
と
読
ん
だ
ら
し
い
。

こ
の
う
ち
、
「惣

の
市
」
に
つ
い
て
は
、

『披
山
風
土
記
』
巻
第

二
の
記
載

に
、

「或
説

日
天
ノ
神
ノ
本
ン
元
ト

ハ
別
府
按

二
誤

レ
リ
、
神

ノ
根
元
ト
云

ニ
テ

ハ

ナ
シ
、
別
府
ノ
惣
ノ
市
岡
ノ
内
天
ノ
神
ノ
本
ン
神

ン
主
ト
云
ヲ
以
テ
自
然
ト
言

誤
ル
者
モ
亦

ス
ク
ナ
キ
ニ
モ
ア
ラ
ス
、
依

レ
之
言

フ
」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
の

で
、
実
際
の
祭
儀

の
運
営

・
指
導
者

は
別

の
者
が
お
こ
な

っ
た
と
し

て
も
、

「惣

の
市
」
と
い
う
役
目
の
者
が
、
形
式
的

に
せ
よ
、
祭
り
の
指
導
者

つ
ま
り

「本
役
」
の
太
夫
と
み
な
さ
れ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。
梅

野
氏
は
、
こ
の

「惣

の
市
」
が
披
山
川
上
流
域

で
発
生
も
し
く

は
成
長
し
た

「御
崎
信
仰
の
儀
礼
的

リ
ー
ダ
ー
」
で
あ

っ
た
の
で
は
な

い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
近
世

に
は
こ
の

「儀
礼
的
リ
ー
ダ
ー
」
は
形
骸
化
し
、
実
質
的
な
リ
ー
ダ
ー
は

「山

崎
の
勾
当
」

へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
よ
う

で
あ
る
。

こ
こ
に
は

「役
目
」
が
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
も
し

文
化

一
二
年
に
こ
の
よ
う
な
祭
式

に
し
た
が

っ
て
、
岡
内
で
天
の
神
祭
り
が
お

こ
な
わ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
役
目
の
者
が

そ
こ
に
参
集
し
て
き
た
わ
け
だ
が
、

そ
れ
が
誰
で
あ
る
か
、
そ
の
名
前
ま
で
は
わ
か
ら
な

い
。

し
か
し
な
が
ら
、
『披
山
風
土
記
』
そ
の
他
の
史
料
を
も
と
に
分
析
を
加
え

る
こ
と
で
、
そ
れ
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
手
が
か
り
は
、
槇
山
郷

く

じ

か
た

の
惣
鎮
守
で
あ
る

「公
士
方
大
明
神
社
」

の
祭
礼
に
集
ま

っ
た
宗
教
者
た
ち
の

記
録
で
あ
る
。

「公
士
方
大
明
神
社
」
と
い
う
社
号

の
神
社
は
、
槇
山
郷
に
は
三

つ
も
あ
る
。

し
お
が
み
ね

総
鎮
守

の
公
士
方
大
明
神
社
は
、
山
崎
集
落
の
塩

峯

に
あ
る
こ
と
か
ら

「塩

峯
公
士
方
大
明
神
社
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
他

の
二

つ
は
、
岡
内
村
の
鎮
守

(村
社
)
と
別
府
村
の
鎮
守
で
あ
る
。
『披
山
風
土
記
』
に
よ
れ
ば
、
塩
峯
公
士

方
神
社
の
祭
神
は

「
天
忍
穂
別
神
」
、
ご
神
体
は

「鏡
金
像
」
(金
製
の
鏡
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
)
で
あ
る
。
『枝
山
風
土
記
』

に
は
、
塩
峯
公
士
方
明
神
社

の

祭
り

(年

一
度
の
祭
り
で

「惣
祭
」
と
い
い
、
祭
日
は

=

月
朔
日
)
の
や
り
方

と
し
て
、
「古
式
」
と

「新
式
」

(今
七
人
社
職
役
)
の
二
通
り
が
示
さ
れ
て
い

る
。「神

祭
古
式
」
は
次
の
よ
う
に
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
う
。
ま
ず
、
「磯
尾
谷
の

座
預
り
」
と
呼
ば
れ
る
者
が
神
社

の
前

に
菰
を
敷
く
。
次

に
、
「押
谷
の
左
岡
」

と
呼
ば
れ
る
者
が
神
社
の
扉
を
開
く
。
そ
の
後
、
「専
当

の
神
我
」
と
呼
ば
れ

る
者
が
壇
上
で
祝
詞
を
申
し
上
げ
る
。
そ
の
次

に
、
山
崎
村

の
枝
村
で
あ
る
塩

に
住
む

「山
崎

の
勾
当
」
と
呼
ば
れ
る
者
が
、
神

に

「洗
米
六
前

(膳
)」
「強

飯

(赤
飯
)
六
前
」
「神
酒
」
「毛
芋
」
を
供
え
る
。
こ
れ
を

「神
供
」
と
い
う
。

こ
の

「神
供
」
の
う
ち
、
洗
米
は
大
栃
の
大
庄
屋
が
用
意
し
、
赤
飯
は
山
崎
の

土
居

(名
本
)
が
、
毛
芋
は
仙
頭
村
の
枝
村
で
あ
る
石
内
の
者
が
用
意
す
る
こ

と
に
な

っ
て
い
た
。
ま
た
、
大
庄
屋
家
で
朝
食

一
菜

一
汁
を
氏
子
た
ち
に
供
応

す
る
の
も
、
昔
か
ら
の
決
ま
り
で
あ

っ
た
。

「神
供
」
が
整
え
ら
れ
る
と
、
祭
り
の
中
核
と
な
る

「ク
ラ

エ
」
(神
楽
)
を
、
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八
人

の
社
職
全
員
で
お
こ
な
う
。
そ
の
や
り
方
は

「社
職
列
座
シ
テ
頭
ヲ
ウ
ナ

ツ
キ
テ
、
ク
ラ

ヘ
ト
テ
、
須
曳
勤
之
、
太
鼓
ヲ
小
音

ニ
テ
ナ
ラ
ス
」
。
そ
の
さ

い
に
太
鼓
を
打

つ
役
目
を
す
る
の
が

「磯

尾
谷
の
座
預
り
」
で
あ
る
。
そ
し
て

祭
り
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る

「舞
」

と
な
る
。
こ
れ
を
す
る
の
が

「惣
の

市
」
と
そ
の
補
佐
役
の

「権

の
市
」
と
呼
ば
れ
る
者

の
役
で
あ

っ
た
。
舞
が
終

了
す
る
と
、
神
供
を
取
り
除
き
、
山
崎
の

「勾
当
」
が
そ
の
供
物
を
社
職
た
ち

に
分
配
し
、
社
殿
の
扉
を
閉
め
て
、
祭
り
は
終
わ
り
と
な
る
。

こ
の
塩
峯
公
士
方
大
明
神
社
の
惣
祭
と
先
に
紹
介
し
た
岡
内

の
天
の
神
祭
り

を
比
較
し
て
み
よ
う
。
前
者
は
後
者
に
比

べ
て
、
た
し
か
に
簡
素
な
印
象
を
受

け
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
祭
り
の
や
り
方

の
基
本
は
同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
神
社

の
祭
り
を
管
理
す
る
者
八
人
は
、
こ
の
神
社
の
祭
神
天
忍
穂
別
神

に

だ
け

「神
楽
」
を
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
岡
内

の
天
の
神
祭
り
は
た
く
さ
ん

當
家
社
職
座
列
古
式
盡

同
新
式
盡

の
祭
神

の
そ
れ
ぞ
れ
に

「神
楽
」
を
す
る
た
め
に

「神
楽
」
の
数
が
多
く
な

っ

て
い
る
。
逆
に
い
う
と
、
岡
内

の
天
の
神
祭
り
の
特
徴
は
、
オ

バ
ケ
を
立
て
た

り
、
バ
ッ
カ
イ
を
用
い
た
り
、
た
く
さ
ん
の
神

へ
神
楽
を
奉
納
す
る
こ
と
に
あ

る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
と
く
に
留
意
し
た
い
の
は
、
「古
式
」
の
や
り
方

で
は
、
「惣
の
市
」

や

「権
の
市
」
と
い
う
役
職
を
も

っ
た
も
の
が

「舞
」
を
舞
う
こ
と
に
な

っ
て

　
の
　

い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
役
目
の
者
は
岡
内
天
の
神
祭
り
で
も
登
場
し
て
い
た

こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「新
式
」
で
は
参
集
す
る
者

に
変
化
が
生

じ
た
。
こ
れ
に
対
応
し
て
、
祭
礼

(神
楽
)
を
す
る
さ
い
の

「座
列
」
に
も
変

化
が
生
じ
た
。
幸

い
に
も
、
『披
山
風
土
記
』
に
は
、
「古
式
」
と

「新
式
」
の

座
列
が
図
で
も

っ
て
示
さ
れ
て
い
る

(図
6
)。

「新
式
」
も
祭
り
の
や
り
方
は
同
じ
で
あ
る
。
「古
式
」
と

「新
式
」
と

の
違

い
の
も

っ
と
も
重
要
な
点
は
、
「新
式
」

で
は
惣
の
市
と
権

の
市

図6槇 山惣鎮守 ・塩峯公士方大明神社の

神職座列図

が
脱
落
し
た
こ
と
で
あ
る
。
「新
式
」

で
は
惣
の
市

の
役
を
、
「古

式
」
で
は
供
物
係
で
あ

っ
た
山
崎

の

「勾
当
」
が

「別
府
別
役
名

代
」
と
し
て
担
当
す
る
こ
と
な

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
山
崎
の
勾

当
が
名
実
と
も
に
こ
の
神
社

の
祭
儀
の
リ
ー
ダ
ー
と
な

っ
て
い
た

の
で
あ

っ
た
。
別
の
言

い
方
を
す
れ
ば
、
こ
の
祭
り
で
も
、
岡
内

の
天
の
神
祭
り
で
も
、
か
つ
て
は

「惣

の
市
」
や

「権

の
市
」
と

い
う
役
目
の
者
が
実
質
的
な
祭
祀
指
導
者

で
あ

っ
た
時
代
が
あ

っ

た
ら
し
い
こ
と
が
物
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
梅
野
氏
は
こ
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の
交
代
か
ら
、
東
の
御
崎
信
仰
が
西
の
天

の
神
信
仰
の
風
下

に
入

っ
て
い
く
姿

を
推
測
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の

「市
」

は

「侑
」
と
同
義
と
考
え
ら
れ
る
の

で
、
も
と
も
と
は

「巫
女
」
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
他

の
記
録
か
ら
判
断

す
る
と
、
近
世
に
は
名
目
化
し
て
い
て
、
男
が
勤
め
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
。

も
う
少
し
細
部
に
分
け
入

っ
た
考
察
を
し
よ
う
。
こ
の
塩
峯
公
土
方
大
明
神

社

の
祭
礼

で
中
心
的
な
役
目
を
果
た
す

「社
職
」

つ
ま
り

「神
楽

(ク
ラ
エ
)

の
役
者
」
は
、
「古
伝
」
で
は
八
人
で
あ

っ
た
。
そ
の
な
か
で
も

っ
と
も
重
要

な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
が
、
「惣

の
市
」
と

「権
の
市
」

で
あ

っ
た
。

以
下
に
、
そ
の
役
割
分
担
を
含
め
て
列
挙
す
る
。
「別
府
の
惣

の
市

舞
」、

「別
役

の
権
の
市

舞
」
、
「押
谷

の
左
岡

神
戸
開
き
」
、
「専
当

の
神
我

祝

詞
」

(小
田
々
宮
神
主
)、
「山
崎

の
勾
当

神
供
」
(塩
の
村
)、
「大
栃

の
六
別

当

酒
造

・
神
供
升
目
諸
作
配
」、
「磯
尾
谷

の
座
預
利

神
前
の
菰
敷
き

・
太

鼓
打
」

(専
当
村
の
枝
村
で
あ
る
石
内
)、
「専
当

の
熊
押

神
祭
用
の
箸
」
(こ
の

役
は
後
に
西
峯
の
集
落
が
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
)。
こ
の
ほ
か
、
こ
の
祭

の

「当
家
」

(頭
屋
)
は
大
庄
屋
家
が
代
々
お
こ
な
う
こ
と
に
な

っ
て
い
た
。

注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
役
職
の
う
ち
、
岡
内
の
天
の
神
祭
り
に
も
、
「神

主

別
府
乃
惣
乃
市

市
宇
ノ
野
々
内
」、

「別
役

ノ
権
の
市
」、
「菰
敷

・
太
鼓

打

押
谷
ノ
佐
岡
」
、
「専
当
ノ
神
我
」、
「
山
崎
ノ
勾
当
」
「大
栃

ノ
六
別
当
」

「磯
尾
谷
ノ
坐
預

専
当
」
が
参
加
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

別
の
視
点
か
ら

い
う
と
、
塩
峯
公
士
方
神
社
の
祭
り
に
参
集
し
な

い

「
岡
内

乃
神
我
」
「
工

専
当
ノ
舞
奄
」
「仙
頭
ノ
正
住
」
「清
明
ノ
面

押
谷
ノ
槇
尾
」

と
い
っ
た
役
職
の
者
が
岡
内
の
天

の
神
祭
り
に
参
集
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
岡

内

・
天
の
神

の
祭
り
の
特
徴
が
あ
り
、
岡
内
の
天
の
神
祭
り
に
は
参
加
し
な
い

「専
当
の
熊
押

神
祭
用
の
箸
」
に
、
塩
峯
公
士
方
神
社
の
特
徴
が
あ
ら
わ
れ

て
い
る
、
と
も
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
に
加
え
て
、
す

で
に
指
摘
し
た
、
大
が
か
り
な
祭
壇
を
作

っ
て
オ

バ
ケ
を
立
て
、
バ
ッ
カ
イ
を

吊
し
て
こ
れ
を
上
下
左
右
に
揺
り
動
か
す
と
い
う
儀
礼
を
す
る
と
こ
ろ
に
、
こ

の
祭
り
の
特
徴
が
あ

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
し
て
お
く
と
、
岡
内
の
天
の
神
祭
り
に
参
加
し
た

「
岡

内
乃
神
我
」
は
、
と
り
た
て
て
重
要
な
役
目
を
果
た
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

の
で
、
同
じ
村
内

の
名
本
家
で
天
の
神
祭
り
が
催
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
で
、
村

社
の
神
主
に
礼
を
尽
く
す
か
た
ち
で
招
か
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。

岡
内
の
天
の
神
祭
祀

の
興
味
深
い
点

の

一
つ
は
、
「清
明

ノ
面

押
谷
ノ
槇

尾
」

つ
ま
り
押
谷
村

の
槇
尾
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た

「清
明
ノ
面
」
が
参
加
し
た

点
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の

「清
明

の
面
」
が
ど
の
よ
う
な
面
で
あ

っ

た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
所
蔵
者
や
太
夫
た
ち
、
さ
ら
に
は
土
地

の
者
た
ち

が
ど
う
理
解
し
て
い
た
か
は
別
と
し
て
、
平
安
時
代
の
高
名
な
陰
陽
師

で
あ
る

安
倍
晴
明
に
由
来
す
る
名
称
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

梅
野
氏

の
調
査
に
よ
れ
ば
、
現
在

で
も
押
谷

の
槇
尾
に
は
天
井
裏
に

「
天
の

(22
)

神
」
と
同

一
視
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
面
が
あ
る
と
い
う
。
も

っ
と
も
、
こ
の
面

が
上
述
の

「清
明
の
面
」
と
言
わ
れ
て
い
る
面
と

一
致
す
る
か
は
定
か
で
な
い
。
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ま
た
、
『披
山
風
土
記
』
の
時
代
に
、
槇

尾
に

「天
の
神
」
(小
座
)
が
祀
ら
れ

て
い
た
と
い
う
記
録
は
な
い
。

注
目
す
べ
き
こ
と
に
は
、
塩
峯
公
士
方
大
明
神
社
の

「
新
式
」
の
祭
式

の
と

こ
ろ
に
は
、
祭
り
の

「名
目
」

(役
職
)
を
担
当
す
る

「社
職
」
の
個
人
名
も

記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「菰
敷
き

磯
尾
谷

(仙
頭
石
内
名
)

座
預
り

福
島
亦
之
丞
」
、
「戸
開
き

押

谷
左
岡

神
主

山
本
豊
後
正
」、

「祝
詞
清
祓

専
当
神
我

小
田
々
宮
神

主

坂
本
越
前
正
」
、
「神
供

山
崎

勾
当

山
崎
の
塩

高
瀬
信
濃
正
」、
「酒
造
諸
昨
配

六
別
当

大
栃
牛
王
社

神
主

細
木
儀
太
夫
」、
「箸
木
持
参

仙
頭
有
宮
神
社
神
主

西
岡
参
川
正
」
、

「無
役

大
栃
八
王
子
神
主

山
崎
左
近

正
」。

こ
れ
を
参
照
す
る
と
、
も
し

『披
山
風
土
記
』
が
編
纂
さ
れ
た
文
化

一
二
年

に
、
岡
内
の
名
本
家

で
天
の
神
祭
り
が
催

さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
集
ま

っ

た

「
神
楽
男
」

つ
ま
り
祭
礼
執
行
者
の
中
核
部
の
名
前
も
推
測
可
能
と
な
る
。

す
な
わ
ち
、
「菰
敷

・
太
鼓
打

押
谷
ノ
佐
岡
」
は
押
谷
村
の
佐
岡

に
あ
る
鎮

守
社
仁
井
田
五
社
大
明
神
社

の
神
主
で
あ

る

「山
本
豊
後
」
が
勤
め
、
「専
当

ノ
神
我
」
は
仙
頭
村

の
小

田
々
宮
神
主

(鎮
守
社

・
五
社
王
子
社
)
の
神
主

「坂
本
越
前
」
が
、
「山
崎
ノ
勾
当
」
は
山
崎
村
の
神
主
で
か
つ
惣
鎮
守

・
塩
峰

公
士
方
神
社
の
神
主
で
も
あ

っ
た

「高
瀬
信
濃
」
が
、
「大
栃
ノ
六
別
当
」
は

大
栃
村

の
牛
王
社
の
神
主

「細
木
儀
太
夫
」
が
、
「磯
尾
谷
ノ
坐
預

専
当
」

は
仙
頭
村
の
磯
尾
谷
の
小
社

の
神
主
ら
し
き

「福
島
亦
之
丞
」
が
勤
め
た
と
推

測

で
き
る
。
さ
ら
に
、

『披
山
風
土
記
』

の
岡
内

の
鎮
守

・
公
士
方
神
社

(他

の
二
つ
の
公
士
方
大
明
神
社
と
区
別
す
る
た
め
に
馬
岡
公
士
方
大
明
神
社
と
呼
ぶ
)

の
祭
礼
を
記
し
た
記
事

の
な
か
に
、
神
主
と
し
て

「半
田
吉
太
夫
」

の
名
が
見

え
る
の
で
、
「岡
内
ノ
神
乃
」
は
こ
の

「半
田
吉
太
夫
」
が
勤
め
た
は
ず
で
あ

る
。残

念
な
が
ら
、
岡
内

の
天
の
神
祭
り
に
参
集
し
た
祭
儀
指
導
者
た
ち
の
中
心

と
目
さ
れ
て
い
る

「神
主

別
府
乃
惣
市

市
宇
ノ
野
々
内
」
が
誰
か
は
不
明

で
あ
る
。
し
か
し
、
後
に
検
討
す
る
よ
う

に
、
こ
の

「惣

の
市
」

の
役
職
は
も

と
も
と
は
別
府
村

の
柿
火
手
に
住
む
者
が
勤
め
て
い
た
が
、
そ
れ
が
出
来
な
く

な

っ
た
の
で
、
代
理
と
し
て
市
宇
村
の
野
々
内
に
住
む
者
が
勤
め
る
よ
う
に
な

っ
た
ら
し
い
。
「別
役
乃
権
の
市
」
も
誰
が
勤
め
た
か
は
わ
か
ら
な

い
。

気

に
な
る
の
は
、
塩
峯
公
士
方
神
社

の
祭
り
に
参
加
し
た

「箸
木
持
参

仙

頭
有
宮
神
主
神
主

西
岡
参
川
正
」
で
あ
る
。
こ
の
役
職
は
岡
内

の
天
の
神
祭

り
に
は
見
え
な
い
が
、
も
し
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
が
い
る
と
す
れ
ば
、
「
工

専
当
ノ
舞
奄
」
か

「仙
頭
ノ
正
住
」

の
い
ず
れ
か
が
考
え
ら
れ
る
。
「
舞
奄
」

(現
在
の
舞
屋
)
は
仙
頭
村
鎮
守
社
の
す
ぐ
東
脇
の
地
名
で
あ
り
、
「
正
住
」
は

地
名

か
役
職
名
か
定
か
で
な
い
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
私
の
推
測
で
あ
る
が
、
仙

頭
村
の
舞
奄
と
い
う
集
落
か
ら
出
す
こ
と
が
決
ま

っ
て
い
た

「
工
」
の
役
目
と

し
て
、
「
西
岡
参
川
」
が
参
加
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

七

天
の
神
祭
り
と
そ
の
役
目
の
担

い
手
は
ど
こ
ま
で
遡
れ
る
か

そ
れ
で
は
、

こ
う
し
た
岡
内
の
天
の
神
祭
り
は
、
い
つ
頃
か
ら
始
ま

っ
た
の
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だ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
ど
の
く
ら
い
遡
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ

を
考
え
る
手
が
か
り
も
、
や
は
り

『披
山
風
土
記
』
の
な
か
に
あ
る
。

『披
山
風
土
記
』
に
は
、
岡
内
天
の
神
祭
祀

に
関
連
す
る
文
書

と
し
て
、
「寛

永
拾
壱
年
き
の

へ
い
ぬ
の
と
し
岡
内
天
之
神
祭
り
に
何
れ
も
役
者
中

へ
祝
之
布

施
出
覚
之
事
」

(以
下
、
「寛
永
の
覚
え
」)
お
よ
び

「
天
和
弐
年
み
ず

の

へ
い
ぬ

十
二
月
十
四
日
岡
内
天
の
神
之
祭

二
役
者

中

へ
祝
之
布
施
出
覚
之
事
」
(以
下
、

(
23
)

「
天
和
の
覚
え
」
)
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
岡
内
の
天
の
神
祭
り
で
雇

っ

た

「役
者
」
(神
楽
男
)
つ
ま
り

「神
職
」

へ
の

「布
施
」
(謝
礼
)
の
控
え
で

あ
る
。
よ
う
す
る
に
、
役
者

の
誰
に
、
謝
礼

と
し

て
ど
の
よ
う
な
も
の

(代

物
)
を
、
ど
れ
だ
け
払

っ
た
か
と

い
う
記
録
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
文
書
と
上
述

の
文
化
年
間

の

「祭
式
次
第
」
や

「神
職
」
(神

楽
男
)
を
読
み
比

べ
て
み
る
と
、

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
古

い

ほ
う

の

「覚
え
」
が
書
か
れ
た
寛
永

=

(
=
ハ
一二
四
)
年
は
、
長
宗
我
部
氏

が
滅
亡
し
た
慶
長
五

(
一
六
〇
〇
)
年
か
ら
三
五
年
で
あ
る
。
天
和
二

(
一
六

八
二
)
年

の

「覚
え
」
は
、
寛
永

一
一
年

か
ら
四
八
年
後
の
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
岡
内

・
天

の
神
祭
り
は
、
こ
の
文
書

の
存
在
に
よ

っ
て
、
近
世
初
期

の
寛
永
年
間
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

こ
れ
が
現
在
に
伝
わ

っ
て
い

る

「
天
の
神
祭
り
」
と
い
う
文
言
を
確
認

で
き
る
も

っ
と
も
古

い
文
書
で
あ
る
。

し
か
も
、
こ
の
祭
り
が
寛
永

=

年
以
前

か
ら
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、

「寛
永
の
覚
え
」
の
な
か
に

「先
年

ハ
別
府

の
惣

の
市

へ
」
と
か

「近
年
の
神

ま

つ
り
に
」
云
々
と
い
っ
た
文
言
が
あ
る

こ
と
か
ら
わ
か
る
。

「寛
永
の
覚
え
」

に
は
、
祭
式
が
ど
う
な

っ
て
い
た
の
か
は
記
さ
れ
て
い
な

い
。

し
か
し
な
が
ら
、
「御
は
け
」
「く
ら

へ
」
「大
将
軍
」
「方
神
宮
」
「湯
の
の
と

(祝
詞
)」
「御
崎
」
「太
刀
」
「造
貫
ノ
仕
立
」
「
み
と
り
の
苧
引
」
「敷
俵
」
「平

皮
」
「
の
つ
と
」
「た
く
み
」
な
ど
と
い

っ
た
、
文
化
年
間
の
岡
内
天
の
神
の
祭

式
次
第

に
見

い
出
さ
れ
る
も
の
と
同
じ
文
言
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
判

断
す
れ
ぼ
、
寛
永
年
間
に
は
、
ほ
ぼ
同
様

の
祭
式
に
の

っ
と

っ
た
祭
り
が
す
で

に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
い
ざ
な
ぎ
流
に
み

ら
れ
る
祭
儀
の
や
り
方
の
基
本
は
、
確
実
に
寛
永

=

年
よ
り
少
し
前
ま
で
遡

る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
「寛
永
の
覚
え
」
に
は
、
「役
者
」

(『披
山
風
土
記
』
の

「十
二
人
の
神

楽
男
」
と
か

「神
職
」
に
相
当
)
と
し
て
、
「惣
の
い
ち
」
(別
府
か
き
の
ほ
て
)、

「師

分

一
宇

野
々
内
」
、
「専
当

の
神

我
」
、
「
ま

い
や
の
前
」
、
「押

谷

の
佐

岡
」
、
「や
ま
ざ
き
か
う
た
う
」、
「
い
そ
尾
谷

座
預
り
」、
「し
や
う
ち
う
」
、

「
こ
ん
の
い
ち
」、
「所

の
か
う

ぬ
し
」
(岡
内
の
神
我
)、
「御

か
し
き
」
」、
「別

当
」
、
「
せ
い
め
い
の
面

押
谷

の
槇
尾
」
と
い

っ
た
、
『披
山
風
土
記
』

に
見

え
た
も
の
と
同
じ
よ
う
な
役
目
の
者
た
ち

へ
の
布
施
の
配
分
が
記
さ
れ
て
い
る
。

「天
和

の
覚

え
」
に
も
、
「別
府
名
代

と
有

山
崎
村

か
う
藤
」
、
「別
府

惣
之
市
」、
「
一
宇

野
々
内
」
、
「
仙
頭

神
我
」、
「仙
頭

舞
奄
之
名
代
と
有

押
谷
宮
左
衛
門
」
、
「押
谷

佐
岡
」
、
「磯
尾
谷
座
預
り
」
、
「し
や
う
ち
う
」
、

「
別
役

権

ノ
市
」
、
「大
栃

六
別
当
」、
「せ

い
め
い
之
面
之
布
施
也

押
谷

槇
尾
」
、
「所
之
神
我
」
、
「御
か
し
き
」、
「別
当
」
と
い

っ
た
、
や
は
り
同
じ
役
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目
の
者

へ
の
布
施

の
配
分
が
記
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
『披
山
風
土
記
』

の
文
化

年
間

の
天
の
神
祭
り
に
お
け
る
神
楽

の
役
目
と
、
上
述

の
二
つ
の
記
録
を
眺
め
渡
し
て
気
づ
く
の
は
、
岡
内
名
本
家

の
天
の
神
祭
り
に
お
け
る

「十
二
人
の
神
楽
男
」

つ
ま
り

「役
者
」
を
勤
め
る

者
は
、
寛
永
か
ら
文
化
年
間
ま
で
固
定
さ
れ
て
お
り
、
家
職
と
し
て
世
襲
さ
れ

て
い
た
ら
し

い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

も

っ
と
も
、
「家
職
」
と
し
て
世
襲
さ
れ
た
と
は
い
っ
て
も
、
そ
の

「家
職
」

が
売
買
さ
れ
る
こ
と
も
あ

っ
た
の
で
、
必
ず
し
も
文
化
年
問
の
役
目
を
勤
め
る

家
の
先
祖
が
寛
永
や
天
和

の
祭
り
の
役
目
を
担

っ
て
い
た
者
と
系
譜
的
に
つ
な

が

っ
て
い
る
と
は
す
ぐ
に
は
い
え
な
い
だ

ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
な
か

で
も
、
仙
頭
村

の
神
主

・
坂
本
家
と
山
崎

村
の
神
主

・
高
瀬
家
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
家

に
伝
わ
る
系
図
に
よ
れ
ぼ
、
戦
国
期
ま
で
た
ど
れ
る
神
主
家
で
あ
り
、
ま

た
押
谷
村
の
神
主

・
山
本
家
も
、
天
和

二
年
の
仁
井
田
五
社
大
明
神
社
の
棟
札

(『披
山
風
土
記
』
収
録
)
に
、
「神
主

山
本
惣
太
夫
」
の
名
が
見
え
る
の
で
、

そ
の
こ
ろ
ま
で
は
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
、

こ
の
二
つ
の

「覚
え
」
か
ら
も
う

一
つ
重
要
な
こ
と
が
浮
か
び
上

が

っ
て
く
る
。
布
施
の
配
分
の
特
異
さ
で
あ
る
。

「寛
永

の
覚
え
」
で
は
、
「御
者

け
立

ル
祝

代
物

百
匁
」
「く
ら
ゑ

の
布
施

代
物
六
百

白
米
六
升
」
「
大
将
軍
御
ふ
ま

白
米
五
升
」
「方
神
供

百
文
、

白
米
壱
升
」
「
湯
の
の
と

百
文

壱
升
」
「升
六

但
さ
つ
こ
く
物

五
升
」

と

い
っ
た
供
物
が
、
「師
分

一
宇
野
々
内

へ
」

(彼
が
惣
の
市
に
代
わ

っ
て
、

惣
の
市
が
勤
め
る
役
目
を
し
た
よ
う
で
あ
る
)
と
あ
る
よ
う
に
、
本
役
と
し
て
こ

の
儀
礼
を
取
り
仕
切

っ
た
と
思
わ
れ
る

「市
宇
村
野
々
内
」

の
者

へ
渡
さ
れ
、

「御
崎

の
ふ
ま

但
白
米
」
「大
刀
の
ふ
ま

五
升

さ

っ
こ
く
」
「造
貫
の
仕

立

五
升
」
「
み
と
り
の
苧
引

五
升
」
「
敷
俵
弐
俵

但
三
斗
入

二
」
「平
皮

鹿
皮
壱
枚
」
と
い
っ
た
供
物
が
、
「惣

の
い
ち
の
出
物
」
と
し
て

「別
府

か
き

の
ほ
て

二
郎
左
衛
門

へ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
別
府
の
柿
火
手

に
住
ん
で
い
た

「惣

の
市
」
(二
郎
左
衛
門
)
に
渡
さ
れ
た
。
よ
う
す
る
に
、
こ
の
二
人
が
供
物

の
大
半
を
も
ら

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
山
崎

か
う

た
う
」

へ
は
、
雑
穀
が

「五
升
」
と

「
百
文

二
壱
升
」
だ
け
で
あ
る
。
他

の
役
者
も
こ
れ
と
大
差
は
な

い
。「天

和
の
覚
え
」
で
も

「惣
之
市
」

へ
は
同
じ
よ
う
に
し
て
供
物
が
配
ら
れ
て

い
る
が
、
「師
分
」

に
代
わ

っ
て

「別
府
名
代
」

の

「山
崎
村

か
う
藤
」
が

「御
は
け
立
ル
祝
」
や

「
く
ら
ゑ
の
布
施
」
「大
将
軍
備
」
「湯

の
の
と
布
施
」

な
ど
を
も
ら

っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
と
き
は
山
崎
の
勾
頭
が
本
役
を
勤
め
た
よ

う
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
「惣
の
市
」
と
呼
ば

れ
た
役
目

の
者
の
突
出
し
た
重

要
性
と

「勾
当
」
と
い
う
者
の
台
頭
の
様
子
を
か
い
ま
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
し
か
に
、
こ
れ
だ
け
で
は
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
十
分
に
そ
の
読
み
解

く
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
小
松
幸
盛
の

「別
府

ノ
惣
ノ
市
岡
ノ
内
天
ノ
神
ノ
本

ン
神

ン
主
ト
云
」
(『披
山
風
土
記
』
巻
第
二
)
と

い
う
説
明
と
照
ら
し
合
わ
せ

た
と
き
、
岡
内
の
天
の
神
祭
り
で
は
文
化
年
間
に
な

っ
て
も
な
お

「惣
の
市
」

が
特
別
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
惣
の
市
が
本
役
を
勤
め
る
こ
と
が
で
き
な
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く
と
も
、
な
お
そ
の
役
目
の
名
称
が
尊
重

さ
れ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。
ま
た
、

そ
の
供
物

の
対
象
か
ら
、
惣
の
市
が
お
こ
な

っ
た
役
目
は

「
バ
ッ
カ
イ
」
を
使

っ
た

「御
崎

の
く
ら
え
」
に
あ

っ
た
よ
う

で
あ
る
。
も
し
惣

の
市
が
執
り
お
こ

な
う
祭
儀
の
特
徴
が
バ
ッ
カ
イ
の
使
用
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ぼ
、
塩
峯
公
士
方

大
明
神
社
で
の

「古
式
」

の
祭
り
で
も
、

バ
ッ
カ
イ
が
用

い
ら
れ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。

梅
野
氏
は
、
岡
内
あ
た
り
で
槇
山
川
下
流
か
ら
漸
次
上
流
域
と
浸
透
し
て
き

た

「天
の
神
」
(大
将
軍
)
の
信
仰
と
、
上
流
域

に
展
開
し
て
い
た

「
御
崎
」

(バ
ッ
カ
イ
仕
立
て
)
の
信
仰
と
が
接
触

・
融
合
あ

っ
た
と
い
う
見
取
り
図
を
思

(22

)

い
描

い
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
接
触

・
融

合
の
ま
さ
に
現
場
が
岡
内

の
天
の
神

祭
り
な
の
で
あ

っ
た
。

つ
ま
り
、
岡
内

の
天
の
神
祭
り
は
、
天

の
神
祭
り
と
御

崎
祭
り
の
双
方
を
接
合
す
る
こ
と
で
構
築

さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

祭
日
に
も

つ
い
て
も
触
れ
て
お
こ
う
。

「寛
永

の
覚
え
」
は

「霜
月
二
十
日
」

に
、
「天
和

の
覚
え
」
は

「十

二
月
十

五

日
」
に
記

さ
れ
て

い
る
。
前
者

は

『披
山
風
土
記
』
に
記
さ
れ
た
祭
日
の
五
日
後
、
後
者
は

一
ヶ
月
後
に
あ
た
る
。

ど
う
や
ら
祭
日
に
も
変
化
は
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
大
が
か
り
な
祭
り

は
、
今
日
お
こ
な
わ
れ
て
い
る

「宅
神
祭
」
や
大
祭
や
、
集
落
の
鎮
守
の
祭
り

が

「
大
祭
」
と

「例
祭
」
に
分
け
ら
れ
、
前
者
は
十
数
年

に

一
度
で
あ
る
こ
と

か
ら
考
え
る
と
、
毎
年
お
こ
な
わ
れ
る
も

の
で
は
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「神
楽
男
」
す
な
わ
ち
祭
儀

執
行
者
の
特
徴

に
関
し
て
、
次
の

点
に
も
留
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
別

の
と
こ
ろ
で
詳
し
く
論
じ
た
よ
う

(
25
)に

、
全
国
の
神
社
神
主
の
支
配
権
を
持

つ
京
都

・
吉
田
家

の
支
配
や
陰
陽
師
の

全
国
支
配
権
を
も

つ
や
は
り
京
都

の
土
御
門
家

の
浸
透
で
あ
る
。

こ
の
地
域
で
活
動
し
て
い
た

「太
夫
」
た
ち
は
、
長
宗
我
部
時
代
か
ら
近
世

中
期
ま
で
は
、
「土
佐
藩
」
か
ら
認
許
を
受
け
た

「博
士
」
ー

物
部
川
下
流

域
の
赤
岡
に
居
を
構
え
て
い
た

「博
士
頭

・
芦
田
家
」
に
統
括

さ
れ
て

い
た

ー

を
除
け
ば
、
村
外
の
公
的
宗
教
的
権
威
の
支
配
を
受
け
る
者
は
い
な
か

っ

た
。
と
こ
ろ
が
、
近
世
後
期
に
な

っ
て
槇
山
郷
地
域
に
も
吉
田
家
の
支
配
が
及

ん
で
き
た
。
す
な
わ
ち
、
槇
山
郷
下
流
域
の
大
栃
や
山
崎
、
仙
頭
と
い
っ
た
有

力
な
神
社

の
神
主
た
ち
は
、
吉
田
家
か
ら
許
状
を
得
て
受
領
名
を
名
乗
る
よ
う

に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

岡
内

の
天
の
神
祭
り
の
中
核
と
な

っ
て
い
る
祭
儀
執
行
者
た
ち

の
う
ち
、

「専
当

の
神
我
」
と
い
う
名
目
で
参
加
し
た
と
思
わ
れ
る
仙
頭
村
の
小
田
々
宮

神
主

(鎮
守
社
五
社
王
子
社
、
小
田
々
は
地
名
)
は
、
「坂
本
越
前
」
と

い
う
受

領
名
を
名
乗
り
、
「
山
崎
の
勾
当
」
と
い
う
名
目
で
参
加
し
た
と
思
わ
れ
る
山

崎
村
の
神
主

(惣
鎮
守
塩
峰
公
士
方
神
社
の
神
主
)
は

「高
瀬
信
濃
」
、
菰
敷

・

太
鼓
打

の
役
を
継
承
し
て
と
思
わ
れ
る
押
谷

の
神
主

(鎮
守
社
仁
井
田
五
社
明

神
社
)
は
、
「山
本
豊
後
」
と
名
乗

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

吉
田
家
の
支
配
を
受
け
る
神
主
で
あ

っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
「
大
栃
の
六
別
当
」
と

い
う
役
目
で
参
加
し
た
で
あ
ろ
う

大
栃
村
牛
王
社

の
神
主

「細
木
儀
太
夫
」
や

「岡
内
ノ
神
乃
」
す
な
わ
ち
岡
内

村

の
鎮
守

・
馬
岡
公
士
方
神
社
神
主
で
あ

っ
た

「半
田
吉
太
夫
」
は
、
旧
来
か
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岡内天の神祭 り

(文化12年)
役者名(推定)

寛 永の布施覚 え

(1634年)

天和の布施覚 え

(1682捻)

塩峯公士方大明神社

古 伝 今七人神職役 役者名

別府ノ惣の市 別 府か きの ほて(惣 の いち) 別府(惣 之市)
神主 別府 惣乃市

舞
舞 別府・別役名代 高瀬信濃

別役ノ権ノ市 別 役 こんのいち 別役 権ノ市 舞 別役 権乃市

一宇 ノ野 々内 師分一宇野々内

(惣の市代行)
市宇野々内

岡内ノ神我 半田吉太夫 所 のかうぬ し 所之神我

菰敷 押谷ノ左岡

太鼓打
山本豊後 押谷左岡 押谷 左岡 戸開 押谷 左岡 戸開 戸閉 左岡 神主 山本豊後

清明ノ面 押谷ノ槇尾 押谷 槇尾 せいめいの面 押谷 槇尾 せいめいの面

専當ノ神我 坂本越前 専當 神我 仙頭 神我
専当 神我祝詞

小田々宮乃神主
祝詞清祓 仙頭 神我 坂本越前

座預 磯尾谷(専當) いそ尾谷 座預 り 磯尾谷 座預り
菰敷 磯尾谷乃座預利

太鼓打 仙頭村 ノ石内名

菰敷 仙頭 座預

太鼓打
福島亦乃丞

工 専當ノ舞奄 西岡参河? まいや 仙頭 舞家 名代

正住 しや うち う しや うちう

山崎ノ勾當 高瀬信濃 山崎 か うた う 山崎 別府名代かう藤
神供 山崎 勾当

諸作配 塩ノ村
神供高作配 山崎 勾当 高瀬信濃

大栃ノ六別当 細木儀太夫 大工 神主 大栃 六別当
酒造神供 大栃乃六別当

升目諸作配

酒造 大栃 六別當

諸差配 牛王社神主
細木儀太夫

図7岡 内の天の神祭 り・十二人の神楽男 と塩峯公士方大明神社 ・社

職および神職氏名の表

神祭用 専当 熊押

箸仕成 後西ノ峯預ル
箸持参 仙頭 有宮神主 西岡参河

大栃 無役座例奉行

八王子神主
山崎右近

ゆ
oっ
。う



ら
の
宗
教
者
の
名
乗
り
で
あ

っ
た

、「○
太
夫
」
と
な

っ
て
い
る
の
で
、
ま
だ
吉

田
家

の
支
配
下

に
入

っ
て
い
な
か

っ
た
ら

し
い
。
だ
が
、
幕
末

に
な
る
と
、

「細
木
儀
太
夫
」
の
子
孫
ら
し
き
者
は

「細
木
長
門
」
と
名
乗

っ
て
い
る
。
そ

の
後
や
は
り
吉
田
家
の
支
配
を
受
け
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(
26
)

こ
れ
に
対
し
て
、
こ
れ
も
別
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
そ
の
動
き
と
ほ

ぼ
同
じ
時
期
か
ら
京
都

・
土
御
門
家
に
よ
る
陰
陽
師
支
配
の
手
が
こ
の
地
域

に

も
伸
び

て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
土
御

門
家
が
支
配
下
に
収
め
た
太
夫
た
ち

は
、
従
来
か
ら
の
槇
山
郷

の
諸
村
の
神
主

層
で
は
な
く
、
病
人
祈
祷
な
ど
の
祈

祷
を
す
る
太
夫
た
ち
で
あ

っ
た
ら
し

い
。

し
た
が

っ
て
、
岡
内
の
天
の
神
祭
り

や
塩
峯
公
士
方
神
社
の
祭
祀
指
導
者
た
ち

の
な
か
に
は
、
陰
陽
師

の
許
状

(受

領
名
)
を
も

っ
た
者

(彼
ら
も
い
ざ
な
ぎ
流
太
夫
の
先
祖
で
あ
る
)
の
姿
を
見
出

す
こ
と
は
で
き
な
い
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
前
田
良
子
氏
が
作
製
し
た
岡
内
天
の
神
祭
り
の
神
楽
男

(27
)

と
神
職
と
塩
峯
公
士
方
大
明
神
社
の
神
職
と
の
役
目

の
対
応
表
を
ふ
ま
え
て
、

ま
と
め
の
意
味
も
込
め
て
作
製
し
た
の
が
、
図
7
の
表
で
あ
る
。

八

ま
と
め
と
今
後
の
課
題

さ
て
、
以
上
の
考
察
か
ら
明
ら
か
に
な

っ
た
こ
と
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
も

っ
と
も
重
要
な
点
は
、
岡
内
の
天
の
神
祭
り
の
本
質
が

「
日
月
の
将
軍
」

の
祭

祀

に
あ
り
、
し
か
も

「戦
さ
」
に
関
連
し
た
祭
祀

で
あ

っ
た
ら
し
い
と
い
う
こ

と
が
浮
か
び
上
が

っ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
江
戸
時
代
に
お
い
て

「戦
さ
」
を

強
調
す
る
祭
り
が
新
た
に
創
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
し
た
が

っ
て
、
そ
の
起
源
は
中
世

の
戦
国
時
代
あ
た
り
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
と
推

測
さ
れ
る
。

次
の
点
も
明
ら
か
に
な

っ
た
。
岡
内

の
天
の
神
祭
り
に
せ
よ
、
惣
鎮
守

・
塩

峰
公
士
方
神
社
の
惣
祭

に
せ
よ
、
そ
の
祭
り
は
、
代

々
継
承
さ
れ
る
特
定

の
名

目
を
も

っ
た
、
槇
山
川
下
流
域
仙
頭
村
や
山
崎
村
、
押
谷
な
ど
か
ら
出
張
し
て

き
た
神
主
た
ち
を
中
心

に
し
て
執
行
さ
れ
て
い
た
。
彼
ら
は
お
お
む
ね
中
世
末

も
し
く
は
近
世
初
頭
か
ら
鎮
守
の
神
主
を
代
々
勤
め
、
近
世
後
期
に
は
吉
田
家

か
ら
神
主
の
許
状
を
得
た
者
た
ち
で
あ

っ
た
。

い
い
か
え
れ
ば
、
岡
内

の
天
の

神
祭
り
は
、
岡
内
村
在
住

の
太
夫
た
ち
に
よ

っ
て
の
み
運
営
さ
れ
る
祭
り
で
も

な
け
れ
ば
、
岡
内
名
本
家

の
当
主
の

一
存
で
祭
儀
執
行
者
を
選
び
出
す
こ
と
が

で
き
る
よ
う
な
性
格
の
祭
り
で
も
な
か

っ
た
。

つ
ま
り
、
構
成
員
が
決
ま

っ
た

神
楽
団
的
グ

ル
ー
プ
に
よ

っ
て
管
理

・
執
行
さ
れ
る
祭
り
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
い
う
と
、
そ
の
構
成
員
た
ち
は
槇
山
川
下
流
域
の
山
崎
や
仙
頭
、
押
谷

(
28
)

な
ど
の
神
主
た
ち
で
あ

っ
た
。
こ
の
事
実
は
、
現
在
で
も
天
の
神
祭
祀

の
祭
り

方
を
記
し
た
文
書
類
が
山
崎
や
仙
頭
な
ど
の
地
域

の
太
夫
家
か
ら
発
見
さ
れ
、

岡
内
以
東

の
上
流
域
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
発
見
さ
れ
ず
、
そ
の
祭
式
の
仕
方
さ
え

も
伝
わ

っ
て
い
な

い
、
と
い
う
こ
と
と
も
照
合
す
る
。

現
在

の
別
府
在
住

の
太
夫
た
ち
は
、
天
の
神
祭
り
の
祭
祀
方
法
の
伝
承
が
絶

え
て
し
ま

っ
た
の
で
、
別
府
の
旧
家
に
祀
ら
れ
る
天
の
神
祭
り
の
や
り
方

(カ

マ
ド
を
中
心
に
し
て
お
こ
な
う
祭
り
方
)
は
、
新
た
に
編
み
出
し
た
も
の
で
あ
る
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こ
と
を
認
め
て
い
る
。
彼
ら
は

「伝
承
し

て
い
た
が
、
絶
え
た
」
か
ら
と
説
明

す
る
の
だ
が
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
判
断
す
る
と
、
江
戸
時
代
か
ら
近
代

に

至
る
ま
で
、
岡
内
以
東
の
村
々
に
は
、
こ

の
祭
り
に
関
す
る
知
識
を
管
理
す
る

太
夫
た
ち
が
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

も
う
少
し
推
論
を
重
ね
て
み
よ
う
。
も
し
岡
内
以
外
の
六

つ
の
名
本
家

(土

居
)
に
祀
ら
れ
て

い
た

「天

の
神
」

(大
座
)
で
も
同
様

の
祭
り
が
お
こ
な
わ

れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
岡
内
の
場
合

と
同
様
、
坂
本
越
前

(専
当
の
神
我
)

や
高
瀬
信
濃

(山
崎
勾
当
)、
山
本
豊
後

(菰
敷

・
太
鼓
打
)
と
い

っ
た
者
た
ち

が
集
ま

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ま

で
の
考
察
だ
け
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
七

つ
の
大
座
の

「
天
の
神
祭
り
」
の
執
行
は
、
上
述

の
神
楽
団
的
グ

ル
ー
プ
を
中

心

に
し
て
執
行
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
推
測
も
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
は
異
論
を
挟

む
こ
と
も
で
き
る
。
と
い
う
の
は
、

た
と
え
ば
、
高
木
啓
夫
氏
が
採
集
し
た
天

の
神
祭
祀
関
係
の
資
料
の
ひ
と
つ
、

　　
　

享
保
二

(
一
七

一
七
)
年
戌
五
月
吉
日
の
日
付
を
も

つ

「
天
之
神
之
志
木
次
第

之
事
」
は
、
仙
頭
村
の

「吉
太
夫
」
か
ら
弟
子
の

「
山
崎
亀
丞
」
に
伝
授
さ
れ

　　

　

た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
吉
太
夫
は
、
『披

山
風
土
記
』

に
収
載

さ
れ
て
い
る
、

仙
頭
村
鎮
守

・
五
社
王
子
社

(小
田
々
宮
)
の
延
享

三

(
一
七
四
三
)
年

の
棟

札

に
、
坂
本
越
前

の
先
祖
で
あ
る
惣
太
夫

と
並
ん
で
同
社
の
神
主
と
し
て
、
そ

の
名
が
記
さ
れ
て
い
る

「吉
太
夫
」
も
し
く
は
そ
の
子
孫
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
し
た
が

っ
て
、
す
で
に
こ
の
頃
か
ら
、
天
の
神

の
祭
式
に
関
す
る
知
識
は
、

師
匠
か
ら
弟
子

へ
と
伝
授
さ
れ
て
い
く
知

識
と
し
て
槇
山
川
下
流
域
の
太
夫
た

ち
に
広
く
浸
透
し
て
お
り
、
頼
ま
れ
れ
ば
、
誰
で
も
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
た

よ
う
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
仙
頭
村
土
居

(名
本
)
の
天
の
神
大
祭
に
は
、

坂
本
家
を
は
じ
め
と
し
て
こ
の
吉
太
夫
や
村
内
外

の
彼
ら
の
弟
子
の
太
夫
た
ち

が

「十
二
人

の
神
楽
男
」
と
し
て
呼
ば
れ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ま
た
不
思
議

で

は
な
い
こ
と
に
な
る
。
後
者

の
推
測
に
従
う
な
ら
ば
、
仙
頭
村
土
居
の
天
の
神

祭
り
は
、
上
述

の
神
楽
団
的
グ
ル
ー
プ
を
中
心
に
執
行
さ
れ
た
と
い
う
推
測
は

成
り
立
た
な
い
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

以
上
で
、
本
稿
で
の
課
題

で
あ
る
、
岡
内
の

「
天
の
祭
り
」

の
や
り
方
、
主

祭
神
の
性
格
、
そ
し
て
そ
の
祭
り
を
執
行
す
る
宗
教
者
の
役
割
と
当
時
の
そ
の

個
人
名
な
ど
が
、
ほ
ぼ
解
明
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
考
察
の
過
程
で
、
新
た
な
疑
問
も
生
じ
て
き
た
。

た
と
え
ば
、
天
の
神
祭
り
は
い
つ
頃
ま
で
遡
れ
る
の
か
、
そ
の
機
能
は
ど
こ
に

あ

っ
た
の
か
、
な
ぜ

「戦
さ
」
の
神
の
性
格
を
も

っ
た
天
の
神
が
岡
内
の
名
本

家

(土
居
)
で
盛
大
に
祭
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
か
、
大
座

(土
居
座
)
と

小
座

の
関
係
は
ど
う
な

っ
て
い
た
の
か
。
こ
う
し
た
疑
問
に
つ
い
て
は
、
稿
を

改
め
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

注(1
)

本
稿
で
用
い
る

『披
山
風
土
記
』
(全
十
巻
)
は
、
高
知
県
立
図
書
館
に

寄
託
さ
れ
て
い
る
山
内
文
庫
本
で
あ
る
。
山
内
文
庫
本
の
全
文
翻
刻
は
ま
だ
な

さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
第

一
巻
か
ら
第
三
巻
ま
で
は
、
『披
山
風
土
記
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上
』

(
一
九

七

〇
)

と

し

て
、
土

佐
史

談

会

か
ら

謄
写

本

と

し

て
刊

行

さ

れ

て

い
る
。

(
2
)

梅

野

光

興

「
天

の
神
論

」

『
高
知

県

立

歴
史

民
俗

資

料

館

研

究

紀
要

』

第

四
号

、

一
九

九
四
年

。

(
3
)

前

掲
論

文
、

九

一
頁

。

(
4
)

前

掲
論

文
、

九

一
頁
。

(
5
)

吉

村
淑

甫

「
天

の
神

」

『高

知
県

歴
史

辞
典

』

(高

知

県
歴
史

辞
曲
ハ編
集

委

員

会
編

)
高

知
市

民

図
書
館

、

一
九

八
○
年

。

(
6
)

高

木
啓

夫

『
い
ざ

な
ぎ

流
御

祈
祷

』
物

部
村

教
育

委

員
会
、

一
九

八

一
年
。

(
7
)

小

松

和
彦

「
『
い
ざ

な

ぎ

の
祭

文
』

と

『
山

の
神

の
祭

文
』
」

『修

験

道

の

美

術

・
芸

・
文
学

[
H
]
』

(五
来

重
編

)
名

著
出

版
、

一
九

八

一
年
。

筆
者

は
、

い
ざ

な
ぎ
流

の
調

査

を
、

一
九

七

一
年

か
ら
現
在

ま

で
、
断

続
的

に
お

こ
な

っ

て

い
る
が
、

と

く

に

一
九

七

一
年

か
ら

の
お
よ

そ

一
〇

年
問

が

も

っ
と
も

調
査

に
力

を

い
れ
た
時

期

で
あ

っ
た
。

上
述

の
論

文

は
、

い
ざ

な
ぎ
流

に
関

す

る
筆

者

の

一
連

の
論
文

の
な

か
で
も

も

っ
と
も
初

期

の
も

の

で
あ

る
。

(
8
)

前

掲
、

梅

野

「
天

の
神

論
」
、
九

二
頁

。

(
9
)

前

掲
論

文
、

一
五

四
頁

。

(
10
)

前

掲
論

文
、

一
五
三
頁

。

(
11
)

横

川
末

吉

「
『披

山
風

土
記

』
解

題
」

『
披

山
風
土

記

上
』

土
佐

史

談
会

、

一
九

七
〇
年

。

(
12
)

以
下

の
概

況

の
執
筆

に
あ

た

っ
て

は
、

松
本

実

『物

部
村

志
』
物

部

村
教

育

委
員

会
、

一
九
六

三
年

、
松
本

実

編

『続

物

部
村
史

』

物
部
村

教

育
委

員
会

、

一
九

七
五
年

、

お
よ
び

旧

物
部

村
役

場

か
ら
出

さ

れ
た
村
勢

要
覧

等

の
資

料
を

用

い
た
。

(
13
)

植

木

敞
斎

『土

陽
淵

岳
志

』

一
七

四
六
年

(高

知
県

立
図

書
館

、

一
九

七

〇
年

、

四
五
頁

)

(
14
)

こ

こ

で

い
う

「
○

○

名
」

と

は
、

農

民

の
側

か
ら

す

れ
ば

、

田
畑

の
支

配

・
領
有

権

(名
主

職

と

い
う

)
を

意
味

し
、

庄
園

領
主

か

ら
す

れ
ば
納

税

の

単
位

を
意

味

し
た
。

ま

た
、

田
畑

の
大
小

に
よ

っ
て

一
名

と

か

二
名

と

し

て
把

握

し
た
。

た

と

え
ば

、
文

明

二

(
一
四
七

〇
)

年

の
文
書

に

は
、

「
谷
合

」

や

「
中

谷
河
」

が

一
名

で
あ

る

の
に
対

し

て
、
岡
内

は
二
名
半

と

記

さ
れ

て

い
る
。

岡
内
名

は
、
槇

山
郷

で
や
は

り

二
名

半

の
規

模

を

も

っ
て

い
た
山
崎

名

と
と

も

に
、

も

っ
と
も

大

き
な

「
名
」

で
あ

っ
た
。

こ
れ

ら

の
名

の
支

配
範

囲
が

、

お

お

む
ね
江

戸
時

代

に
お

け
る

「
村
」

の
領
域

と
な

っ
た
。

(
15
)

「
い
ざ

な
ぎ

流
」

を
概

観

す

る

に
は
、

高
知

県

立

歴
史

民
俗

資

料

館

で
開

催

さ

れ
た
企

画

展

の

た
め

の
図

録

『
い
ざ

な
ぎ

流

の
宇

宙
』

(梅

野
光

興

著
、

高
知

県
立

歴
史

民
俗

資
料

館
、

一
九

九
七
年

)

や

『
土
佐

・
物

部
村

神

々

の

か

た

ち
』

(H
Z
》
×
出

版
、

一
九

九

九

年
)

が

手

頃

で
あ

る
。

い
ざ

な
ぎ

流

の

祭
儀

や
祭

文

に

つ

い
て
は
、
概

説
風

の
書

物

と
し

て
は
、

前
掲

の

『
い
ざ

な
ぎ

流

の
宇

宙

』
が

挙
げ

ら

れ
る
。

比
較

的

入
手

し
や

す

い
研

究
書

と

し

て
は
、
斉

藤
英
喜

『
い
ざ

な
ぎ

流

祭
文

と
儀

礼
』

(法
蔵

館

、

二
〇
〇

二
年

)
が

あ

る
。

ま

た
、
も

っ
と
も
詳

細

な
調
査

報
告

書

と
し

て
は
、

物
部

村
教

育

委
員
会

か
ら

刊

行

さ

れ

た
、
高

木

啓

夫

氏

の

『
い
ざ

な
ぎ

流

御

祈

祷

』

(
一
九

八

一
年

)
、

『
い
ざ

な
ぎ

流
御

祈

祷

(病

人
祈

祷
篇

)
』

(
一
九

八
五

年

)、

『
い
ざ

な

ぎ

流
御

祈
祷

(第

三

集
)
』

(
一
九

八

六
年

)
、
及

び

『
い
ざ

な
ぎ

流

御
祈

祷

の
研

究
』

高
知

県
文

化
振

興
財

団
、

一
九

九

六
年
、

等

が
あ

る
。
近

年
、

い
ざ

な
ぎ

流

の

研
究

は
進

展

し
、

か
な

り

の
研

究
蓄

積

が
な

さ
れ

て

い
る
。

こ

こ
で

そ

の
す

べ

て
を
紹
介

す

る
余
裕

が

な

い
が
、
上

述

の

『
い
ざ

な
ぎ
流

の
宇

宙
』

の
巻

末

に
、
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詳

し

い
研
究

文
献

一
覧

が

あ

る
の

で
、

こ
れ
を
参

照

の
こ
と
。

(
16
)

「本

祭

り

」

と

い
う
言

い
方

は
、
別

府
在

住

の
中

尾

貞
義

太

夫

と

の
面

談

の
な

か

で
出

て
き
た

も

の
で
、

「
本
神

楽
」

と

ほ
ぼ
同

義

で
あ

る
。

「
湯
神
楽

」

「礼

神
楽

」

「
御
崎

の
神

楽

」
と

そ

の
後

の

「
神

子
神

の
神

楽
」

等

々
か
ら
構

成

さ

れ
る

「
祭

り
」

を
分

類

す

る
さ

い
に
、
貞

義

太

夫

は
、

「
祭

り
」

の
導

入

部

を
な

す

「
湯
神

楽

」

「礼

神

楽
」

と

そ

の
後

の
御

崎

等

の

「
神
楽

」

を
区

別

す

る

た
め
、

後
者

を

「本

神

楽
」
、

祭

り
全

体

を

「本

祭

り
」

と
呼

ん

で

い
た
。

こ

こ
で
は

こ
れ

に
従

っ
た
。

(
17
)

い
ざ

な

ぎ

流

の
祭

文

の
翻

刻

に

つ

い
て

は
、
吉

村

淑

甫

監

修

・
斉

藤

英

喜

・
梅

野

光

興
編

『
い
ざ

な
ぎ

流

祭
文

帳
』

(高

知

県
立

歴

史

民
俗

資

料
館

、

一
九

九
七

)
が
便

利

で
あ

る
。

ま

た
、
主

要
な

祭
文

に

つ
い
て

の
考

察

と
し

て
、

た

と
え
ば

、

小
松

和
彦

「
い
ざ

な

ぎ

流
祭

文

研

究

覚

帖

(
1
)
～

(31
)
」

『春

秋

』
第

三

=

号
～

第

三
五

八
号
、

一
九

八
九

～

一
九
九

四
年

)
が

あ

る
。

(
18
)

小
松

和

彦

「
民
俗

社

会

に

お
け

る

『陰

陽

師
』

の
存

在

形
態

」

『宗

教

民

俗
研
究

』

第

一
四

・

一
五
合
併

号
、

二
〇

〇
六

年
、

お
よ
び

小
松
和

彦

「
民
俗

社
会

に
お

け

る

『陰

陽
師

』

の
存

在
形

態

・
再

考

」

『比

較

日
本

文

化

研

究
』

第

一
〇
号

、

二
〇
〇

六
年

。

(
19
)

『
披

山
風

土

記
』

所
載

の

「
岡

内

の
天

の
神

祭

り
」

の
記
述

の
全

文

は
、

前

掲

の
高
木

啓

夫

『
い
ざ

な

ぎ

流
御

祈
祷

(第

三
集

)
』

の
巻

末

に
、
高

木

氏

が
槇

山
郷

お

よ
び

そ

の
周

辺
地

域

か
ら
採

集

し
た

「
天

の
神
祭

式
次

第
」

数
種

と

と
も

に
翻
刻

さ

れ

て

い
る
。

高
木

氏

が
採
集

し

た

「
天

の
神

祭
祭

式
次

第
」

の
ほ
と

ん
ど

は
、
槇

山
川

下
流

域

の
仙
頭

村

や
山
崎

村

の
も

の
と
思

わ

れ
る

の

だ
が

、
な

ぜ

か
高
木

氏

は
そ

の
採
集

地

や
所
蔵

者
名

を
明

ら

か

に
し

て

い
な

い
。

こ

の
た

め
、
残

念
な

が

ら
資
料

価
値

が

い
ち

じ
る

し
く
損

な

わ
れ

て

い
る
。

(20
)

梅

野
光

興

氏

は
前
掲

論

文

に

お

い
て
、

大
将

軍

に

つ
い

て
、

「
大

将

軍

に

対

す
る
信

仰

が
、

い
つ
の
頃

に
、
ど

ん

な
宗
教

者

に
よ

っ
て
流

布

さ
れ

て

い

っ

た

の

か
は

ま
だ

わ

か
ら

な

い
こ
と

が
多

い
。

(中

略

)
高

知
県

に
お

い
て
も
、

陰
陽

師

の
活
動

が

み
ら

れ
た
東

部

に
大
将

軍
神

社

が
多

い
こ
と
、

い
ざ

な
ぎ
流

の
中

に
に
も
陰

陽
道

的
思

考

が
入

っ
て
き

て

い
る
こ
と

を
考

え

る
と
、
彼

ら
宗

教
者

が
、

天

の
神

の
中
核

と

し

て
、

弓

や
剣

を
使

う
天
大

将
軍

の
信

仰

を
も

っ

て
き
た

と
も
考

え

ら
れ

る
」

と
推
測

し

て

い
る
。

(21
)

岡
内

の
天

の
神

祭

り
を
執

行

す
る
神

職

と
槇

山
郷
総

鎮
守

・
塩

峯

公
士
方

大

明
神
社

の
祭

り

を
執
行

す

る
神
職

た

ち

の
多

く

が
重

な

っ
て

い
る

こ
と

に
気

づ

い
た

の
は
、
前

田
良

子
氏

で
あ

る

(
「
『
槇

山
風

土

記
』

の

一
考

察

」

『
海
南

史

学
』
第

二
九

号
、

一
九

九

一
年

)
。
前

田
氏

の
論

文

は
短

い
な

が
ら

も

示

唆

に
富

ん

だ
内
容

で
、

本
稿

は

そ

の
論

文

か
ら

大

い
に
示
唆

を

受
け

て

お
り
、

そ

の
延
長
上

に
構

想

さ
れ

た
も

の
あ

る
と

い

っ
て
も
過

言

で

は
な

い
。

し

か
し

な

が

ら
、
前

田
氏

の
推

測

の

一
部

に

つ
い
て

は
疑
念

が
あ

る
。
前

田

氏

は
、
岡

内

の
天

の
祭

り

の

「社

職

」

と
惣

鎮

守
塩

峯

公

士

方

大

明

神

社

の

「古

傳
」

と

「
今

七

人
社

職
役

」

と

の
三

つ
の
類

似

と
、

さ
ら

に
明
和

(
一
四
九

七
)

の
文

書

か
ら

、

「激

し

い
村

落

内
秩

序

が

近
世

の
村

を
襲

っ
た

に
も

か

か
わ

ら
ず

、

こ
の

こ

の
三

つ
は
殆

ど
変

化

し

て

い
な

い
。

言

い
か

え
れ
ば

、
心

的
部

分

に
は

依

然

と
し

て
中

世

が
生

き

て

い
た

の
で
あ

る
」

と
す

る
。
筆

者

は
こ

の
見
解

に

は
従

う

こ
と

が

で
き

な

い
。

と

い
う

の
も
、

『披

山

風
土

記
』

に
塩
峯

公

士

方

大

明
神
社

の
棟

札

と
し

て
収

載

さ
れ
た

明
和

二
年

の
文
書

は
、
棟
札

の
域
を

大

幅
に
逸
脱
し
て
お
り
1

棟
札
と
そ
れ
以
外
の
文
書
が
寄
せ
集
め
ら
れ
た
も
の

の
よ
う
で
あ
る
ー

、
し
か
も
幸
盛
が
こ
の
文
書
を
柳
瀬
貞
重
が
編
集
し
た
土

佐
の
古
文
書
集
で
あ
る

『蠧
簡
集
』
か
ら
転
載
す
る
に
あ
た

っ
て
注
記
し
て
い
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る
よ

う

に
、

そ

の
よ

う

に
判
断

し

た

の
は
柳

瀬
貞

重

な

の
で
あ

る
。

こ

の
文
書

が
塩

峯
公

士
方
社

の
棟

札

で
あ

る

の
か

は
き

わ
め

て
疑

わ
し

い
。

ま
た
、

や

は

り

↓
披
山
風

土

記
』

に
記
録

さ

れ

て

い
る
岡
内

の
鎮
守

・
馬
岡

公
事
方

大

明
神

社

の
祭

り

(惣
祭

)

を

み
る
と

、
岡
内

の
祭

り

に
せ
よ
、
惣

鎮

守

の
祭

り

に

せ

よ
、

そ
れ

が
特
殊

な
中

世
的

な
祭

り

の
や

り
方

で
あ

っ
た

と

は
思
わ

れ
な

い
。

お
そ

ら
く
、

近
隣

の
村

々

で
も

、
惣
総

鎮

・
公

士
方

大
明
神

社

と
同

じ
よ

う
な

や
り
方

で
、

鎮
守

の
祭

り

を

お
こ
な

っ
て

い
た

の

で
あ

ろ
う
。

(
22
)

前

掲
、

梅

野
光
興

「
天

の
神

論
」
、

一

一
八
頁
。

(
23
)

こ

の
二

つ
の
資
料

は
、

上
述

の
高

木
啓

夫

『
い
ざ

な
ぎ

流
御

祈
祷

(第

三

集

)
』

に
翻
刻

・
収

録

さ
れ

て

い
る
。

「
寛
永

拾
壱

年

の
覚

え
」

の
奥
書

に
は
、

「寛

文

十

一
年

霜

月
廿

日

岡

之
内

太

兵
衛

別

府

名

本

作

兵

衛
」

と

記

さ

れ

て

い
る
。

こ

の
た

め
、
寛

永

=

年

と
寛

文

一

一
年

の
ど
ち

ら
が

正
し

い
の
か
、

と

い
う

問
題

が
生

じ

る
が
、

寛
永

一
一
年

が
正

し
く
、

太
兵

衛

は
太

郎

兵
衛

が
正

し

い
。
寛

永

一

一
年

当
時

の
岡
内

の
名
本

は
太

郎
兵

衛
、

別
府

の

名

本

は
作
兵

衛

で
あ
り

、
寛

文

一

一
年

当
時

の
岡

内

の
名
本

は
清

正
、

別
府

の

名

本

は
七
右

衛
門

で
あ

っ
た

。

お
そ
ら

く
書

き
写

す

さ

い
に
誤

っ
た
も

の
と
思

わ
れ

る
。

(
24
)

前

掲
、

梅

野
光

興

「
天

の
神

論

」
、

一
五

三
頁

。
筆

者

は
梅

野
氏

の
見

取

り

図

を
支
持

し

た

い
と

思

っ
て

い
る
。

こ

こ

で
は
詳

し
く
論

じ

る
余
裕

が

な

い

が

、
筆
者

は
、
岡
内

の
天

の
神
祭

り

の
発
案

者

は
岡
内

右
京

亮
常

秀

と

い
う

人

物

で
あ

ろ
う

、

と
推

測

し

て

い
る
。
右

京
亮
常

秀

は
、

長
宗

我
部

氏

に
従

っ
て

急

成
長

し
た

専
当
名

主

・
専

当
秀
家

の
次
男

と
し

て
生

ま

れ
、
長
宗

我

部
時

代

に
岡

内
名

主

と
な

り
、

『地

検
帳

』
作

成

ご

ろ

に
は

す

で

に
嫡

男

の
弥
十

郎

常

久

に
家
督

を

譲
り
、

根

木
屋

の

「宇

和

土
居

」

(
上
土

居
)

に
隠

居
し

て

い
た
。

隠

居

と

い
う

一
歩
引

い
た
立
場

か
ら

、
近

世
初

頭

の
変
化

を
目

撃
し

、
岡
内

家

が
、
実

家

で
あ

る
専

当
家

を
し

の
ぐ
権

威

、

つ
ま
り

大
庄

屋
を

出
す

家
筋

と

い

う
地
位

を

獲
得

し

た
こ

と
を
見

届

け

て
、

寛
永

二
〇

年

に
亡
く

な

っ
た
。

(
25
)

前

掲

、
小

松
和

彦

「
民
俗

社
会

の
な

か

の

『陰

陽
師

』

の
存

在

形
態

」

(
26
)

前

掲
、

小
松

和
彦

「
民
俗

社
会

の
な

か

の
『
陰
陽

師
』
の
存
在

形

態

・
再
考

」

(
27
)

前

掲
、

前

田
良

子
、

五
六

頁
。

(
28
)

梅

野

光

興
氏

も
、

前

掲
論

文

に
お

い
て
、

「
天

の
神

の
祭
式

次

第

」
を

書

き
記

し
た
書

物

が
、

仙
頭

や
山
崎

な

ど

か
ら
採
集

さ
れ

て

い
る
と

こ
ろ

か
ら
、

天

の
神

祭
祀

の
中

心

を

こ

の
あ

た
り

と

み
て

い
る
。

こ
れ

に

つ
い
て
は
筆
者

も

同

じ

見
解

を
も

つ
が

、
梅

野
氏

は

「
岡
内

伝
」

「
仙
頭

伝
」

「
山
崎

伝

」
と

い

っ

た
呼
び

方

を
し

て
、

岡
内

の
天

の
神
祭

り

の
儀
礼

的
担

い
手

と
仙

頭

や
山
崎

の

天

の
神

の
儀

礼
的

担

い
手

が
異

な

っ
て

い
る

か
の
よ

う

に
説

い
て

い
る
が
、

本

稿

で
み
た

よ
う

に
、

岡
内

の
天

の
神
祭

り

の
儀
礼

的

な
面

で

の
担

い
手
は
、

早

い
時
期

か
ら

仙
頭

や

山
崎

の
神
職

た

ち

で
あ

っ
た

の
で
あ

る
。

(
29
)

前

掲
書

、
高

木
啓

夫
、

一
九

八
六
年
、

=
二
二
頁

。
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