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諏
訪
信
仰
の
太
陰
的
要
素
序
説

福

島

邦

夫

は
じ
め
に

大
祝

祭
礼
行
事

甲
賀
三
郎
伝
説

太
陰
的
信
仰

蛙

は
じ
め
に

昨
年
平
成
二
十
二
年
は
︑
信
州
諏
訪
の
御
柱
祭
が
行
わ
れ
︑
二
百
万
人
も
の
見
物
客
で
賑
わ
っ
た
︒
上
社
前
宮
︑
本
宮
︑
下
社
春

宮
︑
秋
宮
の
合
計
四
社
の
四
隅
に
十
六
本
も
の
柱
が
立
て
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
︑
同
時
に
諏
訪
地
方
の
諸
社
で
も
御
柱
祭
︵
小
宮

と
呼
ば
れ
る
│
│
通
常
一
本
立
て
る
︶
が
行
わ
れ
る
︒
こ
の
御
柱
が
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
の
か
に
つ
い
て
は
︑
い
く
つ
か
の
説
が
あ

る
が
︑
定
説
は
な
い
︒
こ
の
御
柱
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
し
な
が
ら
︒
諏
訪
信
仰
の
特
殊
性
を
見
て
い
き
た
い
︒
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諏
訪
の
御
柱
の
意
義
に
つ
い
て
は
︑
宮
坂
清
通
に
よ
れ
ば
︵

︶
︑
仏
教
方
面
︑
神
道
方
面
か
ら
の
二
説
が
あ
る
︒
仏
教
的
側
面
か
ら
は

1

四
無
量
四
抄
説
︑
四
王
擁
護
説
︑
独
古
説
な
ど
が
あ
る
が
︑
こ
れ
ら
は
仏
教
が
国
家
的
宗
教
に
な
っ
た
後
の
付
会
説
と
し
て
今
は
考

察
し
な
い
︒
一
番
有
力
な
の
は
神
道
か
ら
の
宮
殿
表
示
説
で
︑
寅
︑
申
の
七
年
︵
実
際
は
六
年
︶
毎
に
宝
殿
を
造
り
替
え
る
に
際
し
て
︑

宝
殿
の
造
営
と
共
に
︑
柱
立
て
を
行
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
同
地
方
の
諏
訪
大
社
以
外
の
小
宮
が
一
本
の
柱
立
て
を

行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
︑
四
本
と
い
う
数
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
い
︒
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
神
祭
料
説
で
︑
ウ
ラ
ル
ア

ル
タ
イ
民
族
の
神
竿
︑
蘇
塗
︵
ソ
ト
︶
と
同
様
神
の
降
り
至
る
神
木
で
あ
る
と
い
う
考
え
か
た
で
あ
る
︒
折
口
信
夫
も
天
と
地
を
結

ぶ
ハ
シ
と
考
え
︵

︶
︑
宮
地
直
一
も
招
代
と
し
て
の
巨
大
な
る
樹
木
を
祭
っ
た
と
考
え
て
い
る
︵

︶
︒
ま
た
︑
注
目
さ
れ
る
の
は
宝
殿
の
造
営

2

3

と
同
時
に
行
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
︒
伊
勢
の
二
十
年
毎
に
行
わ
れ
る
遷
宮
に
も
︑
五
尺
の
巨
木
の
﹁
心
の
御
柱
﹂
が
立
て
ら
れ
る
︒

諏
訪
の
神
事
の
持
つ
祭
祀
の
特
殊
な
内
容
か
ら
︑
原
始
信
仰
に
淵
源
を
持
つ
も
の
と
考
え
た
い
︒
評
論
の
量
も
限
ら
れ
て
お
り
︑
な

お
遠
隔
地
に
い
る
た
め
に
資
料
の
不
足
も
あ
り
︑
詳
論
は
別
に
機
会
を
譲
る
こ
と
に
し
て
︑
こ
こ
で
は
概
略
を
述
べ
て
み
た
い
︒

大
祝

諏
訪
大
社
に
ご
神
体
な
く
︑
大
祝
自
身
を
も
っ
て
神
体
と
な
す
と
言
う
︒
大
祝
は
諏
訪
神
官
の
最
高
位
で
あ
り
︑
い
く
つ
か
の
特

色
が
あ
る
︒
宮
地
直
一
に
よ
る
と
︵

︶
︑
一
︑
童
男
を
も
っ
て
こ
れ
に
当
て
る
︒
年
齢
を
八
歳
と
し
た
︒
二
︑
童
男
に
御
衣
を
着
せ
た
︒

4

こ
れ
を
御
そ
ぎ
と
言
っ
た
︒
年
中
四
度
の
御
狩
︵
後
述
︶
に
山
鳩
色
の
狩
衣
を
着
用
し
た
︒
山
鳩
色
は
禁
色
の
一
つ
で
あ
る
︒
三
︑

そ
の
住
居
を
御
神
殿
と
し
た
︒
四
︑
大
祝
の
下
知
を
も
っ
て
︑
神
宣
と
し
た
︒
五
︑
毎
年
神
影
に
接
す
る
を
な
ら
い
と
し
た
︒
六
︑

居
常
清
浄
に
保
つ
べ
き
こ
と
︒
こ
の
た
め
︑
大
祝
は
︵
一
︶
郡
外
に
出
ず
︑︵
二
︶
人
馬
の
血
肉
に
触
れ
ず
︑︵
三
︶
死
穢
の
服
を
う

け
な
い
︒
七
︑
没
後
特
殊
な
扱
い
を
受
け
た
こ
と
︒
遺
体
は
一
度
神
前
に
出
さ
れ
た
と
い
う
︒
伊
藤
富
雄
は
大
祝
を
神
の
よ
り
ま
し
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と
し
︑
宮
地
直
一
は
﹁
大
祝
は
ど
の
点
か
ら
し
て
も
︑
覡
の
本
質
を
具
備
し
︑
そ
の
始
め
神
の
御
子
と
し
て
起
こ
っ
た
も
の
と
言
わ

ね
ば
な
ら
ぬ
︒

︵

︶
﹂
と
言
い
切
っ
て
い
る
︒
大
祝
は
ま
た
︑
風
の
祝
と
し
て
中
央
に
知
ら
れ
て
い
た
︒

5

﹁
信
濃
な
る
木
曽
ぢ
の
桜
さ
き
に
け
り
風
の
は
ふ
り
に
す
き
ま
あ
ら
す
な
﹂

源
俊
頼

﹁
こ
れ
は
︑
信
濃
の
国
は
極
め
て
風
早
き
所
な
り
︒
仍
り
て
諏
訪
の
明
神
の
社
︑
風
の
祝
と
云
ふ
物
を
置
き
て
︑
こ
れ
を
春
の
始
め
に
深

き
物
に
籠
め
居
ゑ
て
︑
祝
ひ
し
て
百
日
の
間
尊
重
す
る
な
り
︒
然
れ
ば
︑
そ
の
年
は
お
よ
そ
風
閑
に
て
農
業
の
た
め
に
吉
き
な
り
︒
自
す
か

ら
す
き
ま
も
あ
り
︑
日
の
光
も
み
せ
し
め
つ
れ
ば
︑
風
納
ま
ら
ず
と
云
々
﹂

藤
原
清
輔
︵

︶
︵
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
︶

6

﹃
袋
草
紙
﹄
に
お
さ
め
ら
れ
た
︑
歌
と
そ
の
解
説
で
あ
る
︒
き
わ
め
て
風
の
強
い
信
濃
地
方
に
風
の
祝
を
冬
の
間
︑
百
日
間
籠
も
ら

せ
て
︑
農
業
の
た
め
の
平
安
を
祈
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
歌
は
塗
り
込
め
た
室
の
隙
間
か
ら
日
の
光
が
入
ら
な
い
よ
う
に
祈
る
が
︑
日

の
光
が
入
っ
て
し
ま
う
の
で
風
が
納
ま
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
︒﹃
袋
草
紙
﹄
は
平
治
元
年
︵
一
一
五
九
︶
以
前
に
は
既
に
成
立

し
て
い
た
と
さ
れ
る
歌
集
で
あ
る
︒
ま
た
︑
諏
訪
神
の
風
よ
け
の
た
め
の
祈
り
と
し
て
︑
薙
鎌
を
木
に
打
ち
付
け
る
信
仰
は
近
年
に

ま
で
残
っ
て
い
る
︒

大
祝
は
室
町
時
代
の
諏
訪
の
神
楽
歌
﹁
生
ま
る
る
も
︑
育
つ
も
知
ら
ぬ
人
の
子
に

神
髪

こ
う
か
ず
ら

着
せ
て

神
の
子
に
せ
ん
﹂
︵﹃
御
七

五
三
の
事
﹄︶
と
あ
る
よ
う
に
童
男
で
あ
っ
た
︒
御
立
て
ま
し
神
事
の
神
使
七
人
も
幼
童
で
あ
る
︒
こ
こ
で
︑
そ
の
就
任
の
儀
式
に

つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
︒

大
祝
は
神
氏
の
童
子
よ
り
選
ば
れ
て
神
殿
に
お
い
て
三
十
日
間
の
精
進
を
す
る
︒
始
め
の
十
日
が
外
清
浄
︑
次
の
十
日
が
内
清
浄
︑

最
後
の
十
日
が
巳
身
清
浄
で
あ
る
︒
そ
の
十
日
ご
と
に
︑
火
と
衣
服
︑
器
物
︑
畳
な
ど
す
べ
て
を
交
換
す
る
︒
職
位
の
儀
は
︑
神
殿

の
西
に
あ
る
楓
の
宮
の
三
本
の
木
の
下
︑
烏
帽
子
状
の
小
岩
座
に
葦
を
敷
い
て
す
わ
り
︑
お
歯
黒
な
ど
成
人
戒
の
化
粧
を
施
さ
れ
た
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後
︑
神
長
守
矢

も

り

や

氏
に
よ
り
狩
衣
を
着
せ
ら
れ
る
︒
こ
の
と
き
︑
童
子
は
神
に
な
る
︒
そ
の
後
十
三
社
に
詣
で
︑
土
地
神
に
挨
拶
す
ま

せ
︑
大
祝
の
魂
床
で
あ
る
御
魂
殿
に
入
り
︑﹁
我
身
は
既
に
大
明
神
の
御
正
体
と
罷
成
候
ひ
ぬ

清き
よ

器つ
き

申
給
は
り
て
定
な
り
︑
今
よ

り
し
て
は
不
浄
な
る
事
あ
る
べ
か
ら
ず
云
々
﹂
︵﹃
年
内
神
事
次
第
旧
記
﹄︶
と
神
の
寄
り
つ
く
器
と
な
る
の
で
あ
る
︵

︶
︒

7

祭
礼
行
事

次
に
大
祝
の
動
き
を
中
心
に
や
や
変
則
的
に
な
る
が
︑
上
社
を
中
心
に
﹃
諏
訪
明
神
画
詞
﹄
︵
以
下
絵
詞
と
略
︑
室
町
初
期
成
立
︶
︑

﹃
年
内
神
事
次
第
旧
記
﹄
︵
以
下
旧
記
と
略
︑
十
五
世
紀
末
成
立
︶
を
中
心
に
諏
訪
の
上
社
の
主
な
冬
の
祭
事
を
見
て
い
こ
う
︒
そ
の
際
︑

解
釈
は
宮
地
直
一
︵

︶
︑
伊
藤
富
雄
︵

︶
︑
田
中
基
︵

︶
の
著
作
に
よ
っ
て
い
る
︒

8

9

10

十
二
月
末
の
行
事
か
ら
み
て
い
こ
う
︒

一
の
御
祭
り
︑
十
二
月
二
十
二
日

御
室
が
神ご
う

原ば
ら

の
一
角
に
あ
る
内
御
魂
と
前
宮
の
間
に
建
て
ら
れ
る
︒
御
室
戸
は
大
穴
を
掘
り
︑

萱
で
屋
根
を
葺
い
た
竪
穴
式
の
小
屋
で
あ
る
︒
そ
の
中
に
﹁
萩
組
み
の
座
﹂
を
も
う
け
︑
神
座
と
す
る
︒
所
末
戸

と

こ

ろ

ま

つ

社
神
域
を
詣
で
た

大
祝
と
神
官
は
饗
膳
の
後
︑
稻
束
を
重
ね
た
上
に
夏
鹿
の
皮
を
敷
き
︑
そ
の
上
に
幼
童
で
あ
る
大
祝
が
座
す
︵

︶
︒
饗
宴
の
後
︑
大
祝
は

11

御
室
入
り
す
る
︒
こ
れ
を
﹁
穴
巣
始

あ
な
す
は
じ
め

﹂
と
呼
ん
で
い
る
︒
神
が
冬
ご
も
り
の
た
め
穴
に
入
る
の
で
あ
る
︒

擬
祝
神
事
︑
十
二
月
二
十
三
日
神
体
と
し
て
﹁
萩
組
み
の
座
﹂
に
大
県
︑
内
県
︑
外
県
よ
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
小
蛇
三
体
が
導
入
さ
れ

る
︒
こ
の
と
き
︑﹁
そ
そ
う
神
﹂
が
出
現
し
︑
喜
び
仕
え
る
と
い
う
︒
こ
れ
以
外
に
も
竈
神
︑
年
神
等
を
入
れ
る
︒
そ
そ
う
神
は
大

蛇
と
な
り
︑
長
大
な
る
御
房
を
も
っ
て
現
る
︒
す
こ
ぶ
る
異
様
な
風
景
で
あ
る
と
宮
地
直
一
は
述
べ
て
い
る
︵

︶
︒

12

十
二
月
二
十
四
日
︑
大
巳
祭
︑
饗
膳
の
後
﹁
萩
組
み
の
座
﹂
に
御
笹
の
御
佐
口
神
が
左
頭
よ
り
︑
小
蛇
三
体
が
右
頭
よ
り
︑
導
入

さ
れ
る
︒
鏡
と
人
形
が
持
ち
込
ま
れ
る
︒
萩
組
と
は
御
室
の
内
部
に
さ
ら
に
つ
く
ら
れ
た
建
築
物
で
こ
こ
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
の
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は
︑
大
祝
︑
神
使
︑
神
長
だ
け
で
あ
る
︒
こ
こ
で
︑
大
祝
は
大
祝
詞
を
述
べ
る
︒
一
月
一
日
深
夜
︑
薄
の
実
を
も
っ
て
草
占
を
し
て
︑

今
春
の
頭
役
︑
神
使
役
を
決
め
る
︒
こ
の
と
き
︑
御
佐
口
神
は
い
び
き
を
か
い
て
眠
る
と
い
う
︒
こ
れ
も
蛇
体
信
仰
の
顕
れ
と
宮
地

直
一
は
指
摘
し
て
い
る
︒

十
二
月
二
十
五
日
︑
大お

お

夜み
あ

明か
し

の
神
事
︑
大
県
︑
内
県
︑
外
県
よ
り
︑
大
蛇
三
体
が
導
入
さ
れ
る
︒
長
さ
五
丈
五
尺
︑
太
さ
二
尺
五

寸
︑
萱
︑
赤
楊
木
︑
で
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
む
さ
て
と
呼
ば
れ
る
か
ざ
り
の
麻
︑
紙
を
つ
け
て
神
霊
を
つ
け
︑
神
長
︑
神
使
が

こ
の
蛇
体
に
向
か
っ
て
口く

ち

習ま
ね

の
申
し
立
て
を
す
る
︒
こ
の
あ
と
︑
と
ぐ
ろ
を
巻
い
た
形
に
お
り
重
ね
ら
れ
て
︑
歓
迎
の
二
十
番
の
舞

曲
が
舞
わ
れ
る
︒
こ
の
神
事
は
徹
夜
で
お
こ
な
わ
れ
︑﹁
大お

お

夜み
あ

明か
し

﹂
の
神
事
と
呼
ば
れ
た
︒

宮
地
直
一
に
よ
る
と
御
佐
口

み

さ

ぐ

ち

神
は
︑
そ
そ
う
神
と
も
に
︑
二
十
二
日
か
ら
︑
交
互
に
御
室
に
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
︒
こ
の
蛇
形
は

三
月
卯
日
祝
日
ま
で
二
カ
月
あ
ま
り
を
御
室
内
で
過
ご
す
こ
と
に
な
る
︒
御
佐
口
神
は
未
だ
定
説
は
な
い
が
︑
柳
田
国
男
に
よ
る

﹁
シ
ャ
ク
ジ
﹂
等
に
よ
る
土
地
丈
量
の
神
等
と
い
う
説
明
が
あ
る
︵

︶
︒
し
か
し
︑
宮
地
直
一
は
こ
の
地
方
一
円
に
広
が
っ
た
御
佐
口
神

13

は
湛
え
に
よ
っ
て
︑
崇
拝
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
土
地
神
で
あ
り
︑
祟
る
要
素
も
も
っ
て
い
た
ゆ
え
尊
崇
さ
れ
た
と
い
う
︒
後
に
石

棒
信
仰
と
習
合
さ
れ
た
と
い
う
︒
し
か
し
︑
御
佐
口
神
は
民
俗
考
古
学
的
に
み
て
︑
石
棒
の
形
態
の
方
が
古
い
と
筆
者
は
考
え
る
︒

伊
藤
富
雄
は
さ
ら
に
︑
考
え
を
進
め
て
︑
同
信
仰
が
江
戸
時
代
に
盛
ん
に
な
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
︑
御
佐
口
神
は
農
業
神
で
あ
る
と
し

て
い
る
︒
そ
そ
う
神
は
こ
れ
に
対
し
て
狩
猟
の
神
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︵

︶
︒

14

十
二
月
二
十
八
日
︑
磯
並
神
事
︑
饗
膳
の
後
︑
山
神
小
袋
石
に
も
奉
幣
す
る
︒
各
地
か
ら
九
人
の
神
主
︑
命
婦
な
ど
が
参
拝
す
る
︒

十
二
月
.
日
︑
御
室
並
び
に
葛
井
神
事
︑
年
男
と
小
別
当
が
そ
れ
ぞ
れ
︑
年
神
と
釜
神
に
擬
せ
ら
れ
て
盃
事
を
行
う
︒
諸
行
事
を

終
え
た
後
︑
深
夜
に
葛
井
の
池
に
弊
物
を
葛
井
本
殿
の
後
ろ
よ
り
井
戸
に
投
げ
捨
て
る
︒
こ
れ
ら
は
遠
く
離
れ
た
遠
州
の
さ
な
ぎ
池

に
浮
か
び
あ
が
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
︒

宮
地
直
一
に
よ
る
と
︑
正
月
一
日
︑
年
入
れ
神
事
︑
蔦つ

た

を
も
っ
て
餝か
ざ

っ
た
椀
飯
を
い
れ
︑
次
ぎ
に
年
を
入
れ
る
︒
年
と
は
稻
を
表
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し
︑
小
石
を
も
っ
て
こ
れ
を
当
て
た
︒
次
い
で
綱
引
き
を
行
う
︒
さ
ら
に
神
使
御
頭
御
占
神
事
を
行
う
︒
こ
れ
は
神
使
を
出
す
御
頭

郷
を
決
め
る
神
事
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑
蝦
蟇
︵
蛙
︶
狩
の
神
事
を
行
う
︒
︵
こ
れ
は
現
在
も
続
い
て
い
る
神
事
で
あ
る
︶
元
日
の
神
拝
に
続
き
︑
大
祝
一
行
は
御
手

洗
河
に
向
か
い
︑
土
を
穿
っ
て
︑
氷
を
張
っ
た
表
斧
鉞
を
打
ち
砕
け
ば
︑
五
︑
六
匹
の
蝦
蟇
が
出
現
す
る
︒
こ
れ
を
︑
神
使
︑
小
弓
︑

小
矢
を
も
っ
て
射
る
︒
こ
れ
を
串
に
さ
し
て
生
け
贄
と
す
る
︒
捕
獲
し
た
後
︑
宝
殿
に
面
す
る
舞
台
に
至
っ
て
こ
れ
を
丸
焼
き
に
し

た
と
言
う
︒

伊
藤
富
雄
は
こ
れ
を
諏
訪
地
方
の
太
古
か
ら
の
食
生
活
の
反
映
と
し
て
い
る
︒
蛙
を
食
し
た
風
習
の
名
残
と
す
る
︒
こ
れ
を
宮
地

直
一
は
第
一
説
と
し
て
︑
第
二
︑
害
獣
説
︑
第
三
︑
狩
猟
︑
豊
作
の
祈
願
説
︑
第
四
︑
狩
猟
式
の
現
れ
と
す
る
説
︑
第
五
︑
蝦
神
説
︑

第
六
は
︑
祭
神
の
蛇
神
説
に
対
す
る
生
け
贄
と
す
る
説
で
あ
る
︒
第
七
は
人
間
の
代
わ
り
に
犠
牲
と
な
っ
て
捧
げ
ら
れ
た
と
す
る
説
︑

第
八
は
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
に
起
因
す
る
享
用
的
食
物
と
考
え
る
説
で
あ
る
︒
し
か
し
宮
地
は
こ
れ
を
さ
ら
に
進
め
て
︑
神
供
に
す
る
の

で
は
な
く
︑
拝
み
の
対
象
と
し
た
と
も
の
べ
て
お
り
︑
筆
者
も
こ
れ
に
賛
同
す
る
︒

鎌
倉
時
代
末
に
諏
訪
信
仰
の
要
説
と
し
て
書
か
れ
た
﹃
陬
波
私
注
﹄
に
は
︑﹁
一
︑
陬
波
と
申
事
な
み
し
つ
か
な
り
と
よ
め
り

蝦
蟇
神

が

ま

の

か

み

︵
か
え
る
の
こ
と
な
り
︶
荒
神
と
な
り
て
天
下
を
悩
ま
す
時
︑
大
明
神
之
を
退
治
し
て
御
座
す
と
き
︑
四
海
静
謐
之
間
陬
波

と
云
々
﹂︒

こ
れ
に
関
し
て
︑
諏
訪
に
は
﹁
御
座
石
﹂
と
呼
ば
れ
る
神
聖
化
さ
れ
た
岩
が
二
つ
あ
る
︒
一
つ
は
茅
野
市
矢
ヶ
崎
の
御
座
石
︑
も

う
一
つ
は
大
門
峠
に
あ
る
︒﹃
陬
波
私
注
﹄
に
﹁
石
の
御
座
と
申
す
は
︑
件
の
蝦
蟇
神
住
む
所
の
穴
竜
宮
城
に
通
す
︒
蝦
蟇
神
を
退

治
し
彼
の
穴
を
石
を
も
っ
て
ふ
た
き
て
︑
其
の
上
に
座
し
た
ま
ふ
間
︑
石
の
御
座
と
申
す
也
︑
口
伝
之
在
り
﹂︒

こ
れ
を
金
井
典
美
は
︑
蛙
の
単
純
な
荒
神
化
身
説
と
は
い
え
ず
︑蛙
は
︑
蛇
と
同
様
に
湿
原
の
神
で
あ
る
と
い
う
︵

︶
︒

15

上
田
市
に
あ
る
生
島
・
足
島
神
社
で
も
正
月
三
日
に
池
の
あ
る
社
殿
に
渡
る
橋
の
上
で
蛙
狩
り
の
神
事
が
為
さ
れ
て
い
る
︒
延
喜
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式
の
小
県
郡
の
名
神
と
し
て
祭
ら
れ
︑
諏
訪
神
社
に
次
ぐ
神
社
で
あ
る
が
︑
元
文
五
年
の
火
事
に
よ
っ
て
資
料
は
消
失
し
ま
っ
て
今

は
な
い
︒
生
島
・
足
島
神
社
は
本
来
諏
訪
神
社
で
あ
っ
た
と
も
指
摘
さ
れ
︑﹁
御
籠
祭
﹂
も
あ
っ
た
こ
と
が
し
ら
れ
て
い
る
が
︑
資

料
不
足
の
為
︑考
察
は
今
後
に
持
ち
越
し
た
い
︵

︶
︒

16

夜
に
入
っ
て
神
使
殿
御
頭
御
占

お

こ

う

ど

の

お

と

う

み

う

ら

神
事
を
行
う
︒
こ
れ
は
六
人
の
神
使
︑
村
神
主
十
四
人
の
御
佐
口
神
を
降
ろ
し
て
つ
け
申
す
神
事

で
あ
る
︒
御
佐
口
神
は
以
下
に
の
べ
る
神
使
三
県
廻
湛

お
こ
う
ど
の
あ
が
た
ま
わ
り
た
た
え

神
事
で
も
︑
湛
に
お
い
て
御
佐
口
降
ろ
し
を
行
い
︑
村
神
主
も
ま
た
こ
れ

を
行
う
︒
御
佐
口
神
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
石
棒
の
形
で
表
わ
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
︒
御
佐
口
神
は
諏
訪
市
史
に
よ
れ
ば
︑
元
々

神
長
守
矢
氏
の
祀
る
神
で
あ
り
︑
農
業
の
神
︑
穀
物
の
神
︑
狩
猟
の
神
で
︑
祟
り
の
強
い
神
で
あ
る
と
い
う
︒
大
岩
石
・
巨
木
・
珍

木
な
ど
︑﹁

湛
た
た
え

﹂
と
呼
ぶ
場
所
に
御
佐
口
神
の
降
り
る
場
所
が
あ
る
︒
御
佐
口
神
は
信
濃
か
ら
︑
中
部
︑
関
東
に
方
面
に
分
布
す
る

と
い
う
︒
御
佐
口
神
は
弥
生
時
代
か
ら
の
原
始
神
で
あ
り
︑
記
紀
の
上
で
祭
神
と
さ
れ
る
健
御
名
方
神
に
新
し
い
政
治
勢
力
に
よ
り
︑

主
神
の
位
置
を
譲
っ
た
者
と
さ
れ
る
︒
そ
の
結
果
﹁
諏
訪
大
神
大
祝
﹂
が
現
人
神
を
し
て
成
立
し
た
と
説
い
て
い
る
︵

︶
︒
こ
れ
ら
の
行

17

事
は
古
来
よ
り
︑
上
社
七
不
思
議
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
︑
管
見
の
わ
ず
か
な
資
料
で
断
言
は
で
き
な
い
が
︑
諏
訪
神
社
の
古
代

的
な
信
仰
の
一
端
を
表
す
も
の
と
言
え
よ
う
︒

三
月
未み

の
日
の
﹁
御
室
御
出
﹂
ま
で
︑
百
日
間
大
祝
一
行
は
こ
の
室
屋
に
籠
も
る
︒

十
四
人
の
村
代
神
主
と
六
人
の
神
使
た
ち
は
前
宮
原
に
集
ま
る
︒
三
月
丑
日
に
こ
こ
で
﹁
御
左
口
あ
げ
﹂
が
行
わ
れ
る
︒
廻
湛
神

事
戸
は
︑
巨
樹
︑
大
岩
︑
大
地
︑
河
川
に
湛
を
定
め
︑
村
民
を
集
め
た
後
︑
神
使
は
御
杖
柱
を
突
き
立
て
︑
御
左
口
神
を
降
ろ
し
︑

宝
鈴
を
な
ら
し
︑
豊
作
を
祈
る
も
の
で
あ
る
︵

︶
︒
こ
の
日
に
御
室
は
撤
去
さ
れ
る
︒
そ
の
後
大
祝
か
ら
︑﹁
御
杖
柱
﹂
を
授
か
っ
た
六

18

人
の
神
使
た
ち
は
大
県
︑
外
県
︑
内
県
を
巡
り
︑
湛
の
御
佐
口
お
ろ
し
神
事
を
行
う
︵
廻
湛
神
事
︶
︒

大
祝
は
後
に
四
度
の
物
忌
籠
も
り
を
八
ヶ
岳
麓
の
神
野
の
穂
屋
に
お
い
て
繰
り
返
す
︒
旧
五
月
二
日
よ
り
の
三
日
間
の
押
立
御
狩

行
事
︑
六
月
二
十
七
日
よ
り
三
日
間
の
御
作
田
御
狩
行
事
︑
七
月
二
十
六
日
よ
り
︑
前
後
五
日
間
の
御
射
山
御
狩
行
事
︑
九
月
下
旬

諏訪信仰の太陰的要素序説

285



巳
亥
三
日
間
の
秋
庵
の
御
狩
行
事
で
あ
る
︒
そ
の
際
︑
大
祝
一
行
は
各
所
に
建
て
ら
れ
た
仮
小
屋
で
あ
る
穂
屋
に
籠
も
る
の
で
あ
る
︒

こ
こ
で
︒
諏
訪
信
仰
に
お
け
る
狩
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
︒
仏
教
の
興
隆
と
と
も
に
︑
古
来
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
上
社
の
年
中

行
事
の
お
供
え
に
殺
生
を
行
う
こ
と
に
矛
盾
が
生
じ
て
き
た
︒
鹿
・
鳥
・
猪
・
兎
・
魚
な
ど
で
あ
る
︒
そ
の
肉
は
神
人
相
嘗
︵
共

食
︶
に
用
い
ら
れ
た
︒﹃
旧
記
﹄
に
﹁
鹿
な
く
て
は
御
神
事
す
べ
か
ら
ず
候
﹂
と
あ
る
︒
諏
訪
神
社
の
御
贄
に
し
て
は
な
ら
ぬ
動
物

と
し
て
︑
熊
・
猿
・
ニ
ク
︵
カ
モ
シ
カ
︶
・
イ
ワ
ナ
・
山
鳥
が
あ
げ
ら
れ
︑
そ
れ
以
外
の
鳥
・
鹿
・
魚
は
御
贄
に
し
て
も
良
い
と
さ

れ
た
︒
こ
れ
は
﹃
画
詞
﹄
の
な
か
で
元
旦
の
蛙
狩
り
神
事
に
つ
い
て
︑
こ
れ
を
御
贄
の
始
め
と
し
︑﹁
業ご

う

深し
ん

有う
じ

情よ
う

︑
雖す
い

放ほ
う

不ふ
し

生よ
う

︑
故こ

宿し
ゅ
く

人じ
ん

身し
ん

︑
同ど
う

証し
ょ

仏う
ぶ

果っ
か

﹂︑
と
し
て
こ
れ
は
慈
悲
の
教
え
で
あ
る
こ
と
を
説
き
︑
こ
の
言
葉
を
唱
え
る
こ
と
に
よ
り
︑
罪
深
い
動
物
が

人
間
に
食
べ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
成
仏
す
る
と
説
く
も
の
で
あ
る
︒
現
在
で
も
諏
訪
神
社
で
は
本
宮
で
﹁
鹿
食
免
﹂
と
い
う
札

と
箸
が
売
ら
れ
て
い
る
︒

甲
賀
三
郎
伝
説

諏
訪
神
の
蛇
体
で
あ
る
こ
と
を
有
名
に
し
た
も
の
に
﹁
甲
賀
三
郎
﹂
伝
説
が
あ
る
︒
松
本
隆
信
の
﹁
神
道
集
﹂
の
研
究
︵

︶
︑
福
田
晃

19

の
研
究
︵

︶
に
よ
り
そ
れ
ら
を
見
て
い
こ
う
︒﹁
神
道
集
﹂
は
鎌
倉
時
代
の
安
居
院
法
印
に
よ
る
説
教
唱
導
の
台
本
で
あ
る
︒

20

﹁
神
道
集
﹂
巻
十
﹁
諏
訪
縁
起
事
﹂
の
要
約
を
松
本
隆
信
に
よ
る
梗
概
︵

︶
を
も
と
に
以
下
に
示
す
︒
同
氏
に
よ
り
︑
諏
訪
系
と
兼
家
系

21

の
諸
本
の
分
類
が
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
こ
で
は
︑
よ
り
古
い
と
考
え
ら
れ
る
諏
訪
系
を
と
る
こ
と
に
す
る
︒

﹁
安
寧
天
皇
よ
り
五
代
の
孫
子
︑
甲
賀
権
守
諏
胤
に
太
郎
諏
致
︑
次
郎
諏
任
︑
三
郎
諏
方
の
三
兄
弟
が
あ
っ
た
︒
諏
胤
は
東
三
十

三
ヶ
国
の
総
追
補
使
で
あ
っ
た
が
︑
死
に
臨
ん
で
︑
太
郎
に
東
山
八
ヶ
国
︑
次
郎
に
北
陸
道
七
ヶ
国
︑
三
郎
に
は
惣
領
と
し
て
︑
東

海
道
十
五
ヶ
国
を
あ
た
え
る
︒
諏
胤
の
死
後
︑
三
郎
は
帝
の
見
参
に
入
り
︑
重
ね
て
︑
大
和
守
を
賜
る
︒
神
拝
の
た
め
に
三
笠
山
明
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神
に
参
籠
の
折
︑
春
日
権
守
の
孫
︑
春
日
姫
に
契
り
を
こ
め
︑
甲
賀
へ
伴
っ
て
帰
る
︒
三
郎
が
春
日
姫
を
つ
れ
て
伊
吹
山
で
巻
狩
を

催
し
た
時
︑
天
よ
り
変
化
の
も
の
が
降
っ
て
姫
を
さ
ら
い
︑
行
方
不
明
と
な
る
︒

三
郎
は
二
人
の
兄
と
共
に
日
本
中
の
嶺
々
を
め
ぐ
っ
て
︑
春
日
姫
を
探
す
が
尋
ね
会
わ
な
い
︒
最
後
に
信
濃
の
蓼
科
嶽
を
尋
ね
た

た
と
こ
ろ
︑
人
穴
の
底
で
姫
を
発
見
し
救
い
出
す
︒
し
か
し
姫
が
忘
れ
た
唐
の
鏡
を
と
り
に
︑
再
び
穴
に
降
り
た
と
こ
ろ
︑
三
郎
を

猜
む
二
郎
の
た
め
に
頼
み
の
綱
を
切
ら
れ
︑
地
底
に
取
り
残
さ
れ
る
︒
二
郎
は
春
日
姫
に
言
い
寄
っ
た
が
姫
は
靡
か
な
い
の
で
︑
近

江
の
湖
の
北
岸
戸
蔵
山
の
麓
で
殺
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
︑
三
郎
ゆ
か
り
の
者
が
通
り
か
か
っ
て
助
け
︑
春
日
姫
を
祖
父
権
守
の
許
に

送
る
︒

穴
の
底
に
残
さ
れ
た
三
郎
は
︑
詮
方
な
さ
に
足
に
任
せ
て
歩
き
︑
七
十
三
の
人
穴
を
過
ぎ
︑
七
十
二
の
国
々
を
遍
歴
す
る
︒
最
後

に
着
い
た
維
縵
国
で
︑
主
の
好
美
翁
に
引
き
留
め
ら
れ
︑
翁
の
三
女
維
摩
姫
に
契
り
を
込
め
て
十
三
年
を
送
る
︒
あ
る
夜
︑
三
郎
が

故
郷
の
春
日
姫
の
こ
と
を
思
っ
て
涙
を
流
し
て
い
る
の
を
み
た
維
摩
姫
の
計
ら
い
で
︑
翁
よ
り
日
本
へ
帰
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
︒
翁

の
教
え
通
り
に
︑
鹿
の
生
き
肝
で
つ
く
っ
た
一
千
枚
の
餅
を
一
日
に
一
つ
ず
つ
食
い
︑
一
千
日
の
旅
を
経
て
三
郎
は
信
濃
国
浅
間
の

嶺
に
出
る
こ
と
が
で
き
た
︒

三
郎
は
甲
賀
へ
帰
り
︑
父
の
為
に
建
て
た
笹
岡
の
釈
迦
堂
に
宿
る
と
︑
御
堂
の
講
に
集
ま
っ
て
き
た
人
々
が
︑
三
郎
を
見
て
大
蛇

が
い
る
と
騒
ぐ
︒
蛇
体
に
な
っ
た
こ
と
を
恥
じ
て
仏
壇
の
下
に
隠
れ
て
い
る
と
︑
そ
の
夜
集
ま
っ
た
僧
た
ち
の
夜
伽
の
物
語
に
三
郎

の
こ
と
が
語
ら
れ
︑
蛇
体
を
脱
す
る
方
法
を
教
え
ら
れ
る
︒
こ
の
僧
達
は
諸
所
の
明
神
・
権
現
で
︑
三
郎
の
こ
と
を
語
っ
た
口
立
の

僧
は
近
江
国
の
兵
主
大
明
神
で
あ
っ
た
︒
三
郎
は
兵
主
大
明
神
と
つ
れ
て
三
笠
山
へ
赴
き
︑
春
日
姫
と
の
再
会
を
遂
げ
る
︒

三
郎
と
春
日
姫
は
天
早
船
に
乗
っ
て
震
旦
の
南
平
城
国
へ
行
き
︑
早
那
起
梨
天
子
よ
り
神
道
の
法
を
授
か
る
︒
二
人
は
兵
主
大
明

神
の
請
願
に
よ
っ
て
再
び
日
本
へ
帰
り
︑
三
郎
は
諏
訪
の
上
宮
︑
春
日
姫
は
下
宮
と
顕
れ
た
︒
維
摩
姫
も
ま
た
日
本
へ
来
て
浅
間
大

明
神
と
顕
れ
た
︒
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甲
賀
二
郎
も
先
非
を
悔
い
て
罪
を
許
さ
れ
︑
若
狭
の
国
の
田
中
明
神
と
顕
れ
︑
ま
た
太
郎
は
宇
都
宮
の
示
現
大
明
神
︑
父
甲
甲
賀

権
守
は
赤
山
大
明
神
︑
母
は
日
光
権
現
と
現
じ
た
︒﹂

と
こ
ろ
で
︑
甲
賀
三
郎
の
伝
説
は
滋
賀
県
甲
賀
郡
に
は
三
郎
の
後
裔
と
称
す
る
望
月
氏
に
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒
そ
こ
に
は
諏
訪

神
社
も
あ
り
︑
そ
の
物
語
は
甲
賀
郡
水
口
宿
の
大
岡
寺
の
話
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
︒
広
く
流
通
し
た
兼
家
系
の
諸
本
は
こ
ち
ら
に

伝
え
ら
れ
た
物
で
あ
る
︒
伊
賀
に
も
伝
え
ら
れ
︑
諏
訪
社
が
多
く
勧
請
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
甲
賀
三
郎
譚
は
世
人
に
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

太
陰
的
信
仰

以
上
の
よ
う
に
︑
頻
出
す
る
蛇
や
蛙
の
象
徴
を
ど
う
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
︒

常
陸
国
風
土
記
行
方
郡
の
蛇
の
記
事
を
見
て
い
こ
う
︵

︶
︒

22

﹁
古
老
の
い
へ
ら
く
︑
石
村
の
玉
穂
の
宮
に
大
八
洲
し
ろ
し
め
し
︑
天
皇
の
御
世
︑
人
あ
り
︒
箭
括

や

は

ず

の
氏
の
麻
多
智
︑
郡
よ
り
西
の
谷
の

葦
原
を

截
き
ら
は
ら

ひ
︑
墾ひ

闢ら

き
て
新
に
田
を
治は

り
き
︒
此
の
時
︑
夜や

刀つ

の
神
︑
相
群
れ
引
率

ひ

き

い

て
︑
悉
盡

こ
と
ご
と

に
到
来

き

た
り
︑
左
右
に
防
障

さ

へ
て
耕
佃

た

つ

く

ら

し
む
る
こ
と
な
し
︒
俗
い
は
く
︑
蛇
を
謂
ひ
て
夜や

刀つ

の
神
と
為
す
︒
其
の
形
は
蛇
の
身
に
し
て
頭
に
角
あ
り
︒︵
中
略
︶
是
に
麻
多
智
︑
大

き
に
怒
の

情
こ
こ
ろ

を
起
こ
し
︑
甲
鎧

よ

ろ

い

を
着
被
つ

け
て
︑
自み
ず

身か
ら

杖ほ
こ

を
執
り
︑
打
殺
し
駆
逐

お

ひ

や

ら
ひ
き
︒
乃
ち
山
口
に
至
り
︑
標
の
梲つ
え

を
堺
の
堀
に
置た

て

夜や

刀つ

の
神
に
告
げ
て
い
ひ
し
く
﹁
此こ
こ

よ
り
上
は
神
の
地
と
為
す
こ
と
を
聽ゆ
る

さ
む
︒
此こ
こ

よ
り
下
は
人
の
田
と
作な

す
べ
し
︒
今
よ
り
後
︑
吾
︑
神

の
祝
と
為
り
て
︑
永
代
に
敬
ひ
祭
ら
む
︒

冀
ね
が
は
く

は
︑
な
祟
り
そ
︑
な
恨
み
そ
﹂
と
い
ひ
て
社
を
設
け
ま

て
初
め
て
祭
り
き
︑
と
い
へ
り
︒﹂︵
岩

波
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
︶
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自
然
と
人
間
と
の
境
界
を
麻
多
智
と
い
う
人
物
が
大
蛇
と
な
っ
た
自
然
神
と
対
決
し
て
定
め
た
と
い
う
良
く
知
ら
れ
た
記
事
で
あ

る
︒
こ
こ
で
は
自
然
は
蛇
と
い
う
姿
で
表
さ
れ
て
い
る
︒

蛇
に
は
ま
た
︑
月
と
の
結
び
つ
き
が
あ
る
︒
よ
く
知
ら
れ
た
Ｎ
・
ネ
フ
ス
キ
ー
に
よ
る
月
と
変
若
水
の
話
が
あ
る
︒
沖
縄
宮
古
島

で
大
正
十
五
年
に
採
集
さ
れ
た
﹁
月
の
ア
カ
リ
ヤ
ザ
ガ
マ
の
話
﹂
で
あ
る
︒

是
は
昔
々
大
昔
こ
の
大
宮
古
に
始
め
て
人
間
が
住
む
よ
う
に
な
っ
た
時
の
事
だ
そ
う
で
あ
る
︒
お
月
様
お
天
道
様
が
真
上
に
輝
い

て
い
た
頃
の
話
で
あ
る
︒
人
間
た
ち
が
美
し
い
こ
こ
ろ
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
為
︑
美
し
さ
を
守
り
︑
長
命
の
薬
を
あ
げ
よ
う
と
言
っ

て
ア
カ
リ
ヤ
ザ
ガ
マ
を
お
使
い
に
な
っ
た
︒
一
つ
に
は
変
若
水
︑
一
つ
に
は
死
水
を
入
れ
て
き
た
︒
と
こ
ろ
が
ど
こ
か
ら
と
も
な
く

大
蛇
が
現
れ
︑
そ
の
変
若
水
を
浴
び
て
し
ま
っ
た
︒
ア
カ
リ
ヤ
ザ
ガ
マ
は
困
っ
て
死
水
を
人
間
に
浴
び
せ
た
︒
こ
う
し
て
蛇
は
何
度

も
脱
皮
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
︑
人
間
は
死
ぬ
こ
と
に
な
っ
た
︒
ア
カ
リ
ヤ
ザ
ガ
マ
は
叱
ら
れ
て
桶
を
担
い
で
永
久
に
月
の
中
に
い
る

こ
と
に
な
っ
た
︵

︶
︒
沖
縄
で
は
現
在
で
も
新
年
の
始
め
に
汲
ん
だ
水
を
浴
び
れ
ば
﹁
卵す

で
水
﹂
と
言
っ
て
生
ま
れ
変
わ
る
と
い
う
信
仰

23

が
残
っ
て
い
る
︒

つ
ま
り
︑
蛇
は
脱
皮
︑
再
生
を
繰
り
返
す
不
死
の
象
徴
な
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
金
井
典
美
に
よ
る
と
︑
長
野
県
諏
訪
市
神
宮
の
フ
ネ
古
墳
に
は
蛇
の
形
を
思
わ
せ
る
﹁
蛇
行
剣
﹂
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
︒

全
国
で
十
四
例
の
発
掘
が
あ
る
が
︑
フ
ネ
古
墳
は
諏
訪
神
社
上
社
の
神
域
に
ご
く
隣
接
し
た
丘
に
発
掘
さ
れ
た
も
の
で
︑
五
世
紀
の

古
墳
で
あ
る
と
さ
れ
る
︒
金
井
は
︑
蛇
行
剣
を
副
葬
す
る
古
墳
被
葬
者
が
聖
俗
両
方
か
ら
族
長
で
あ
る
と
い
う
性
格
を
持
つ
と
す
る
︵

︶
︒

24

ま
た
こ
の
蛇
行
剣
は
日
本
国
内
の
古
墳
出
土
の
数
が
少
な
い
た
め
︑
中
国
由
来
の
も
の
で
な
い
か
と
考
え
て
い
る
︵

︶
︒

25

図

に
示
す
の
は
高
さ
十
二
セ
ン
チ
ほ
ど
の
女
性
像
で
あ
る
︒
縄
文
中
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︵

︶
︒

1

26

切
れ
長
の
つ
り
上
が
っ
た
目
と
と
が
っ
た
あ
ご
の
上
に
小
さ
な
口
が
透
け
ら
れ
て
い
る
︒
右
目
か
ら
は
三
筋
の
線
が
流
れ
お
ち
て
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図 1 土偶

出典：長野県、藤内遺跡、Ｎ・ナウマン『生きの緒』より転載



お
り
︑
こ
れ
を
Ｎ
・
ナ
ウ
マ
ン
は
生
命
の
水
で
あ
る
涙
を
あ
ら
わ
す
と
し
て
い
る
︒
イ
チ
ョ
ウ
形
の
眉
を
も
つ
︒
異
様
な
の
は
後
頭

部
に
口
を
大
き
く
開
け
て
と
ぐ
ろ
を
持
つ
蛇
が
装
飾
と
し
て
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
類
似
の
像
を
Ｃ
・
ヘ
ン
ツ
エ
は
中
国

の
仰
韶
文
化
に
見
い
だ
し
て
お
り
︑
イ
ラ
ン
に
ま
で
そ
の
源
流
が
た
ど
れ
る
と
し
て
い
る
︒
Ｎ
・
ナ
ウ
マ
ン
も
こ
れ
を
踏
襲
し
て
い

る
︒
そ
し
て
こ
の
像
を
月
神
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
比
定
し
て
い
る
︒
三
本
の
筋
の
涙
も
ま
た
︑
不
死
の
水
で
月
に
属
す
る
も
の
な
の

で
あ
る
︒

蛙

蛙
も
ま
た
不
老
不
死
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
︒
Ｗ
・
エ
バ
ー
ハ
ル
ト
に
よ
る
と
中
国
の
神
話
で
は
蛙
と
蝦
蟇
は
密
接
に
関
連
す
る
︒

特
に
歳
を
経
た
蝦
蟇
は
五
月
五
日
に
捕
ら
え
て
干
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
蝦
蟇
の
足
で
大
地
に
絵
を
描
く
と
水
が
流
れ
始
め
る
︒

蝦
蟇
は
ま
た
人
を
不
死
身
に
も
す
る
︒
蝦
蟇
│
│
厳
密
に
い
え
ば
三
本
足
の
蝦
蟇
は
月
に
棲
む
動
物
で
あ
る
︵

︶
︒
さ
ら
に
は
こ
う
述
べ

27

て
い
る
︒
中
国
で
は
︑
人
に
は
魂
と
魄
と
言
う
二
つ
の
霊
魂
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
︒
︵
中
略
︶
霊
魂
の
形
が
蝦
蟇
と
全
く
同

じ
だ
と
い
う
信
仰
で
あ
る
︒
こ
の
詳
細
は
軽
視
で
き
な
い
︒
蝦
蟇
が
月
に
棲
む
動
物
だ
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
︑
時
に
は
直
接
的
に

表
現
さ
れ
︑
ま
た
造
形
ま
で
さ
れ
て
い
る
︒

諏
訪
地
方
の
縄
文
土
器
文
様
を
分
析
し
た
小
林
公
明
に
よ
る
と
︑
蛙
の
文
様
は
関
東
お
よ
び
中
部
地
方
の
遺
跡
に
多
く
見
い
だ
さ

れ
︑
こ
れ
も
ま
た
︑
古
代
中
国
の
仰
韶
文
化
に
類
縁
性
が
あ
る
と
い
う
︒
淮
南
子
の
精
神
訓
に
は
﹁
月
中
に
蟾せ

ん

蜍じ
よ

あ
り
﹂
と
記
さ
れ
︑

淮
南
子
の
覧
冥
訓
に
は
﹁
羿げ

い

は
不
死
の
薬
を
西
王
母
に
請
い
︑
姮
娥

こ

う

が

が
そ
れ
を
盗
ん
で
月
に
走
っ
た
﹂
と
い
う
︒
そ
し
て
姮
娥

こ

う

が

は
月

に
身
を
託
す
よ
う
に
な
り
︑
こ
れ
が
ヒ
キ
ガ
エ
ル
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
月
に
は
よ
く
知
ら
れ
た
よ
う
に
水
の
信
仰
が
あ
る
︒

淮
南
子
の
天
文
訓
に
﹁
故
に
陽よ

う

燧す
い

︑
日
を
見
れ
ば
即
ち
火
と
な
り
︑
方ほ
う

諸し
よ

︑
月
を
見
れ
ば
︑
即
ち

津
う
る
お

い
て
水
と
な
る
﹂︒
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そ
し
て
︑
死
者
に
捧
げ
ら
れ
る
﹁
明
水
﹂
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
︑
月
の
水
で
あ
る
こ
と
を
小
林
は
述
べ
て
い
る
︒
こ
れ
は
ま
た
︑

蘇
り
の
水
で
も
あ
る
︒
ま
た
︑
大
き
く
手
を
広
げ
た
蛙
の
手
の
指
が
三
本
で
あ
る
こ
と
は
月
の
新
月
の
三
日
間
を
あ
ら
わ
す
と
Ｎ
・

ナ
ウ
マ
ン
も
述
べ
て
い
る
︒

仰
韶
文
化
の
彩
陶
土
器
に
も
︑
両
手
︑
両
足
を
開
い
た
蛙
の
文
様
が
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

月
と
蛙
と
死
者
の
水
と
の
か
か
わ
り
が
あ
り
︑
そ
れ
が
土
器
文
様
に
象
徴
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
︒

小
林
は
ま
た
頭
部
が
な
い
の
は
︑
土
器
に
首
を
突
っ
込
ん
で
飲
ん
で
い
る
様
子
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
土

器
は
日
常
の
生
活
用
の
も
の
で
は
な
く
祭
祀
用
の
も
の
で
あ
ろ
う
︒
中
に
入
れ
ら
れ
た
不
死
の
水
は
酒
の
よ
う
な
も
の
で
な
か
っ
た

か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
︒

図

は
藤
内
出
土
の
半
人
半
蛙
像
で
あ
る
︒
手
は
三
つ
に
分
か
れ
蛙
の
特
徴
を
持
っ
て
い
る
が
︑
足
は
上
に
蹴
り
上
げ
た
よ
う
に

2

描
か
れ
て
お
り
人
間
と
も
蛙
と
も
と
れ
る
像
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
の
縄
文
文
様
に
関
し
て
は
そ
の
ほ
か
に
も
︑
多
く
の
論
述
が
な
さ
れ
て
い
る
が
︑
紙
面
の
都
合
上
︑
今
は
そ
れ
ら
を
割
愛

す
る
こ
と
に
し
て
︑
柱
立
て
に
関
し
て
何
ら
か
の
仮
説
を
提
示
す
る
こ
と
で
こ
の
論
考
を
終
え
た
い
︒
縄
文
時
代
と
古
代
︑
中
世
︑

現
代
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
︒
底
に
流
れ
る
太
陰
的
要
素
を
問
題
と
し
た
い
︒

柱
立
て
に
関
す
る
確
実
な
記
録
は
一
三
五
六
年
の
﹃
諏
訪
大
明
神
画
詞
﹄
で
一
〇
〇
〇
人
か
ら
二
〇
〇
〇
人
の
力
で
数
十
本
の
柱

を
立
て
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒
式
年
遷
宮
の
際
に
立
て
ら
れ
た
の
が
︑
初
め
で
あ
る
が
︑
そ
の
式
年
遷
宮
が
い
つ
か
ら
始
ま
っ
た
の

か
は
定
か
で
は
な
い
︒
画
詞
に
は
桓
武
の
時
代
か
ら
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
︒

こ
れ
か
ら
述
べ
る
こ
と
は
全
く
の
仮
説
で
あ
り
︑
今
後
の
考
古
学
的
研
究
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
こ
と
を
承
知
の
上
で
述
べ
て

み
た
い
︒
青
森
の
山
内
丸
山
遺
跡
で
も
ま
た
︑
新
潟
の
寺
地
遺
跡
︑
金
沢
市
の
チ
カ
モ
リ
遺
跡
︑
能
登
半
島
の
真
脇
遺
跡
︑
上
毛
高

原
の
矢
瀬
遺
跡
で
も
︑
巨
大
木
柱
を
立
て
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︵

︶
︒
単
に
神
の
よ
り
し
ろ
だ
け
で
あ
る
な
ら
ば
︑
日
本
の
他
の
地
域
に
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図 2 縄文土器の蛙文様

出典：小林公明「新石器時代中期の民俗と文化」『富士見町史 上巻』370頁より引用。



も
柱
立
て
は
あ
っ
て
良
い
は
ず
で
あ
る
︒
諏
訪
地
方
だ
け
に
残
っ
て
い
る
こ
と
は
︑
よ
ほ
ど
古
層
の
信
仰
の
あ
り
方
を
示
す
も
の
で

あ
ろ
う
︒

ま
た
︑
諏
訪
信
仰
の
発
祥
の
地
で
あ
る
さ
れ
る
前
宮
︵
中
世
の
神
事
は
こ
こ
で
行
わ
れ
た
︶
に
は
水
眼

み

ず

め

と
呼
ば
れ
る
冬
で
も
流
れ
て

い
る
清
水
が
あ
る
︒
そ
の
そ
ば
に
柱
が
立
っ
て
い
る
︒
み
ず
め
と
は
蛇
の
異
称
で
あ
り
︑
田
中
基
は
一
の
柱
の
高
さ
が
五
尺
五
丈
あ

る
こ
と
と
暮
れ
の
神
事
で
御
室
に
入
れ
ら
れ
る
そ
そ
う
神
の
大
蛇
の
長
さ
も
ま
た
五
尺
五
丈
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
︑
こ
れ
を
蛇
体
が

上
昇
し
て
︑
柱
に
な
っ
た
も
の
と
し
て
い
る
︒

以
上
︑
諏
訪
信
仰
の
太
陰
的
性
格
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
︒
御
佐
口
神
を
初
め
と
す
る
重
要
な
神
々
の
考
察
が
不
十
分
で
あ
り
︑

中
国
の
神
話
の
理
解
を
ま
た
今
後
の
課
題
と
し
て
︑
こ
こ
ら
で
筆
を
置
き
た
い
︒

︵

︶

宮
坂
清
通
﹃
諏
訪
の
御
柱
祭
﹄
甲
陽
書
房
版
一
九
五
六
︒

1
︵

︶

折
口
信
夫
﹁
御
柱
の
話
﹂﹃
折
口
信
夫
全
集
二
十
巻
﹄︒

2
︵

︶

宮
地
直
一
﹃
諏
訪
神
社
の
研
究
﹄
︵
下
︶
一
蒼
洋
社
一
九
八
四
︒

3
︵

︶

宮
地
直
一
︑
同
前
︒

4
︵

︶

宮
地
直
一
︑
同
前
︒

5
︵

︶
﹃
袋
草
紙
﹄
岩
波
書
店

新
日
本
古
典
文
学
大
系
一
九
九
五
︑
九
七
頁
︒

6
︵

︶

田
中
基
﹁
縄
文
の
メ
ド
ゥ
ー
サ
﹂
現
代
書
館
二
〇
〇
六
︑
二
三
六
頁
︒

7
︵

︶

宮
地
直
一
︑
同
前
︒

8
︵

︶

伊
藤
富
雄
︑
﹁
同
著
作
集
第
二
巻
│
諏
訪
上
社
﹃
年
内
神
事
第
旧
記
﹄
釈
義
﹂
永
井
出
版
企
画
一
九
八
九
︒

9
︵

︶

田
中
基
︑
同
前
︒

10
︵

︶

田
中
基
︑
同
前
︒

11
︵

︶

宮
地
直
一
﹃
諏
訪
神
社
の
研
究
﹄
︵
下
︶
六
六
五
頁
︑
同
前
︒
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︵

︶

柳
田
国
男
﹁
石
神
問
答
﹂﹃
柳
田
国
男
全
集
十
五
巻
﹄
ち
く
ま
文
庫
一
九
九
〇
︒

13
︵

︶

伊
藤
富
雄
︑
同
前
︒

14
︵

︶

金
井
典
美
﹃
諏
訪
信
仰
史
﹄
名
著
出
版
一
九
七
七
︒

15
︵

︶

森
田
晃
一
﹁
生
島
・
足
島
神
社
の
御
柱
祭
に
関
す
る
歴
史
的
考
察
﹂
松
崎
憲
三
編
﹃
諏
訪
系
神
社
の
御
柱
祭
﹄
岩
田
書
院
二
〇
〇
六

16所
収
︒

︵

︶
﹃
諏
訪
市
史
﹄
六
九
〇
頁
︒

17
︵

︶
﹃
諏
訪
市
史
﹄
六
七
〇
頁
︒

18
︵

︶

松
本
隆
信
﹃
中
世
に
お
け
る
本
地
物
の
研
究
﹄
汲
古
書
院
一
九
九
六
︒

19
︵

︶

福
田
晃
﹃
神
道
集
説
話
の
成
立
﹄
三
弥
井
書
店
一
九
八
四
︒

20
︵

︶

松
本
隆
信
︑
同
前
︒

21
︵

︶

常
陸
風
土
記
︑
行
方
郡
﹃
風
土
記
﹄
日
本
古
典
文
学
大
系
︑
岩
波
書
店
︑
五
四
頁
︒

22
︵

︶

Ｎ
・
ネ
フ
ス
キ
ー
﹃
月
と
不
死
﹄
東
洋
文
庫
︑
一
一
│
一
四
頁
︒

23
︵

︶

金
井
典
美
︑
同
前
︒

24
︵

︶

金
井
典
美
︑
同
前
︵
図
は
省
略
し
た
︶
︒

25
︵

︶

ネ
リ
ー
・
ナ
ウ
マ
ン
﹃
生
の
緒
﹄
言
叢
社
二
〇
〇
五
︒

26
︵

︶

Ｗ
・
エ
バ
ー
ハ
ル
ト
﹃
古
代
中
国
の
地
方
文
化
﹄
六
興
出
版
︑
一
八
二
頁
︒

27
︵

︶

田
中
基
︑
同
前
︒
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