
周
縁
に
お
け
る

同
族
神
の
祭
紀
形
態

「
同
族
神
の
試
論
的
考
察
」
資
料
補
遺

金

田

久
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一
は
じ
め
に

ま
ず
本
稿
の
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
少
し
ふ
れ

て
お
き
た
い
。
昨
秋
安
間
清
氏
(
大
野
市
出
身
)

の
編
著
に
な
る
『
柳
田
国
男
の
手
紙
!
ニ
ソ
の

杜
民
俗
誌
』
(
大
和
書
房
)
が
刊
行
さ
れ
た
。

内
容
は
氏
宛
の
未
発
表
書
簡
三
六
通
と
、
副
題

が
示
す
よ
う
に
『
大
飯
郡
大
島
村
民
俗
誌
』
『
一
一

ソ
の
杜
調
査
』
報
告
書
に
よ
り
な
っ
て
い
る
。

特
に
第
三
部
の
『
ニ
ソ
の
杜
調
査
』
は
、
早
く

『
民
俗
学
研
究
』
第
三
輯
に
掲
載
さ
れ
て
よ
り

以
後
、
ニ
ソ
の
社
研
究
に
お
け
る
初
期
の
調
査

金
田
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縁
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族
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祭
肥
形
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報
告
書
と
し
て
、
橋
本
鉄
男
氏
の
『
ニ
ソ
の
杜
』
で
は
い
っ
た
い
何
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の

等
と
共
に
資
料
的
に
極
め
て
信
頼
度
の
高
い
文
か
、
争
点
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、

献
と
さ
れ
て
い
る
。
調
査
の
際
に
多
大
の
協
力
詳
細
は
心
あ
る
読
者
の
参
照
を
乞
う
し
か
な
い

を
惜
し
ま
な
か
っ
た
、
大
島
在
住
の
大
谷
信
雄
が
、
二
=
一
口
で
い
え
ば
ニ
ソ
の
杜
を
は
じ
め
と
す

翁
の
精
魂
を
か
た
む
け
た
草
稿
『
島
山
私
考
』
る
若
狭
の
ダ
イ
ジ
ョ
コ
・
地
の
神
・
荒
神
・
社

に
お
け
る
ニ
ソ
の
杜
の
記
述
が
、
「
ニ
ソ
の
杜
神
等
の
同
族
神
・
屋
敷
神
・
小
洞
信
仰
は
先
祖

調
査
』
以
後
の
基
本
的
な
資
料
と
な
っ
た
こ
と
発
把
を
起
源
と
す
る
の
か
、
或
は
近
隣
地
縁
の

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
聖
地
信
仰
が
素
型
か
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
初
期
の
こ
の
よ
う
な
資
料
に
対
し
最
新
刊
の
『
民
間
信
仰
辞
典
』
(
東
京
堂
出
版
)

て
、
現
地
の
再
調
査
と
資
料
批
判
を
行
う
こ
と
〈
ニ
ソ
の
杜
〉
の
項
に
は
、
「
ニ
ソ
の
杜
は
旧
家
本

で
、
ニ
ソ
の
杜
研
究
へ
の
あ
ら
た
な
視
座
を
築
家
筋
の
屋
敷
神
が
拡
大
し
て
地
縁
神
化
し
て
成

き
、
伝
承
通
り
暗
黙
裏
に
認
め
ら
れ
て
い
た
先
立
し
た
と
い
う
説
と
当
初
か
ら
近
隣
の
地
縁
神

祖
祭
把
起
源
説
に
学
説
の
検
討
を
迫
っ
た
の
が
、
で
あ
っ
た
と
い
う
両
説
が
あ
っ
て
、
一
方
的
に

喋
京
在
住
の
新
鋭
の
学
究
佐
々
木
勝
氏
で
あ
っ
論
断
で
き
な
い
」
(
飯
島
吉
晴
)
と
の
記
述
が

た
。
そ
の
提
言
を
柳
田
民
俗
学
へ
の
真
塾
キ
な
内
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
『
若
狭
の
民
俗
』

省
を
契
機
に
し
た
、
最
近
の
学
会
の
動
向
を
反
(
吉
川
弘
文
館
)
の
福
田
ア
ジ
オ
、
直
江
広
治

映
す
る
も
の
と
し
て
最
大
限
評
価
し
つ
つ
も
、
両
氏
の
所
説
や
、
佐
々
木
氏
の
論
考
が
い
の
早

若
狭
に
お
け
る
伝
承
の
普
遍
性
を
重
視
し
、
広
く
反
映
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
最
近
の
論
文

範
囲
な
資
料
を
も
と
に
あ
ら
た
な
方
法
論
を
模
に
お
い
て
佐
々
木
氏
は
ニ
ソ
の
社
新
嘗
説
を
標

索
し
て
い
る
私
と
の
聞
で
、
論
争
が
生
じ
つ
つ
持
し
は
じ
め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
何
も
新
し
い

あ
る
こ
ど
は
『
週
刊
読
書
人
』
の
福
田
ア
ジ
オ
学
説
で
は
な
く
、
す
で
に
橋
本
鉄
男
氏
等
の
先

氏
に
よ
る
『
柳
田
国
男
の
手
紙
』
の
書
評
に
少
学
に
よ
っ
て
、
御
霊
防
塞
・
墓
制
説
等
と
と
も

し
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
に
、
濃
厚
に
民
間
新
嘗
的
要
素
の
あ
る
こ
と
は

王章
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指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
言
う
ま
で

も
な
く
民
間
信
仰
は
、
習
A
口
混
治
を
重
ね
た
複

合
的
構
造
と
し
て
現
象
し
て
い
る
以
上
、
そ
の

べ
l
ス
に
あ
る
信
仰
な
り
祭
肥
を
究
明
す
る
こ

と
は
極
め
て
至
難
な
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

き
れ
ば
こ
そ
論
争
を
通
じ
て
浮
上
し
て
き
た

問
題
は
、
む
し
ろ
争
点
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

日
本
民
俗
学
の
根
底
に
お
い
て
間
わ
れ
て
い
る

こ
と
は
、
調
査
研
究
の
方
法
論
で
は
な
い
の
か

と
い
う
感
が
、
一
方
の
当
事
者
た
る
私
に
は
あ

る
。
少
く
と
も
同
族
神
の
研
究
分
野
に
限
っ
て

み
て
も
、
そ
の
研
究
方
法
は
ま
だ
確
立
し
て
い

る
と
は
い
い
が
た
い
。
重
出
立
証
法
や
民
俗
周

圏
論
は
充
分
に
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
編
年
と
い

う
過
大
な
要
請
に
こ
た
え
う
る
で
あ
ろ
う
か
。

県
内
の
斯
学
の
動
向
に
お
い
て
も
、
方
法
論
的

な
覚
醒
に
う
ら
う
ち
さ
れ
て
記
述
さ
れ
た
研
究

室
百
や
民
俗
誌
は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。
五
回
・

五
五
年
度
に
わ
た
る
文
化
庁
、
県
教
委
主
催
の

緊
急
民
俗
調
査
に
た
ず
さ
わ
っ
て
そ
の
感
を
深

く
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
聞
き
書
き
お
そ
る

べ
し
」
(
平
山
敏
治
郎
)
、
不
確
か
な
調
査
方
法
に

よ
っ
て
明
文
化
さ
れ
た
資
料
と
、
そ
の
資
料
の

操
作
に
よ
っ
て
論
証
さ
れ
る
学
説
と
は
い
っ
た

い
何
か
。
昨
年
の
三
県
民
俗
の
会
年
会
で
動
向

発
表
の
際
自
戒
を
こ
め
て
指
摘
し
た
点
は
一
に

こ
こ
に
か
か
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
昨
年
の

日
本
民
俗
学
会
の
年
会
に
お
け
る
シ
ン
ポ
ジ
ユ

ウ
ム
『
都
市
の
民
俗
』
に
お
い
て
、
「
被
調
査

者
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
こ
そ
間
わ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
」
と
す
る
中
村
宇
美
氏
(
文
化
人
類
学

専
攻
)
の
指
摘
は
充
分
に
傾
聴
に
価
す
る
。
よ

り
根
源
的
に
は
、
調
査
研
究
者
の
人
間
性
も
ま

た
民
俗
事
象
と
の
接
点
に
お
い
て
問
わ
れ
て
い

る
こ
と
を
認
識
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
は
資

料
操
作
法
以
前
の
調
査
方
法
の
段
階
を
、
厳
密

に
検
討
す
べ
き
時
期
に
き
て
い
る
。
恐
意
性
に

お
ち
い
り
が
ち
な
民
俗
学
の
、
草
創
期
か
ら
根

源
的
に
か
か
え
こ
ん
で
い
る
弱
点
と
限
界
を
認

識
し
克
服
し
な
い
か
ぎ
り
、
民
俗
学
に
よ
る
歴

史
の
相
互
補
完
は
お
ぼ
つ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
基
層
の
民
俗
文
化
が
反
映
さ
れ
な
い

歴
史
は
、
眼
玉
の
入
っ
て
い
な
い
仏
像
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
相
違
な
い
。

さ
て
本
稿
は
『
民
俗
学
論
叢
』
二
号
掲
載
の

『
同
族
神
の
試
論
的
考
察
l
若
狭
に
お
け
る
ダ

イ
ジ
ョ
コ
・
モ
リ
・
地
荒
神
を
め
ぐ
っ
て
』
の

資
料
補
遺
で
あ
る
。
ス
ペ
ー
ス
の
都
合
上
は
ぶ

い
た
り
簡
記
し
た
資
料
の
細
部
で
あ
る
が
、
資

料
と
し
て
独
立
し
う
る
よ
う
心
が
け
た
。
こ
こ

で
と
り
あ
げ
る
高
野
・
小
和
田
の
七
森
と
旧
粟

野
村
の
ダ
イ
ジ
ゴ
は
、
い
わ
ば
若
狭
に
お
け
る

同
族
神
祭
把
の
極
め
て
過
密
な
地
帯
の
周
縁
に

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）



位
置
す
る
。
佐
々
木
勝
氏
が
『
民
俗
学
論
叢
』

一
号
所
載
の
『
社
神
信
仰
の
諸
相
』
に
お
い
て
、

「
あ
る
民
俗
事
象
を
そ
の
母
体
で
あ
る
伝
承
地

域
の
中
で
明
ら
か
に
し
て
い
く
と
い
う
立
場
を

と
る
場
合
に
は
、
こ
の
『
周
辺
』
と
い
う
空
聞

が
そ
の
背
後
に
必
ず
つ
い
て
ま
わ
る
に
違
い
な

い
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
周
圏
論
的
な
把

握
が
同
族
神
の
研
究
に
お
い
て
も
可
能
な
の
か

ど
う
か
、
或
は
あ
ら
た
な
方
法
論
を
模
索
す
る

こ
と
に
お
い
て
も
、
極
め
て
重
要
な
地
域
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
本
稿
資
料
の
意
義
も
そ
こ
に

こ
そ
見
出
し
う
る
に
ち
が
い
な
い
。

17 

ニ
高
浜
町
高
野
・
小
和
田
の
七
森

山
高
野
主
二
ハ
戸
・
臨
済
宗
)

青
葉
山
の
中
腹
に
点
在
す
る
山
村
で
あ
り
、

カ
ブ
と
呼
ば
れ
る
同
族
の
本
家
七
戸
と
そ
の
分

家
(
ワ
カ
レ
)
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。

む
ろ
ん
全
て
あ
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

例
え
ば
姓
を
見
て
も
盛
ノ
下
家
の
分
家
が
、
盛

本
・
森
岡
・
森
口
・
森
下
を
名
の
っ
て
い
る
よ

う
に
、
今
な
お
同
族
関
係
が
明
瞭
で
あ
る
。
し

か
し
同
族
意
識
は
本
家
の
当
主
た
ち
を
な
げ
か

金
田

周
縁
に
お
け
る
同
族
神
の
祭
柁
形
態

し
め
て
い
る
よ
う
に
、
戦
後
一
層
稀
薄
と
な
り
、

同
族
聞
の
結
束
も
弱
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
傾

向
は
七
森
と
呼
ば
れ
る
株
荒
神
の
祭
把
形
態
に

如
実
に
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
株
内
の
者
は
本
家

筋
の
株
荒
神
に
ま
い
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、

現
在
は
自
宅
の
地
主
荒
神
を
把
る
の
が
せ
い
一

杯
な
よ
う
に
、
著
し
く
習
俗
の
変
容
と
衰
退
が

見
ら
れ
る
。
当
事
者
た
る
七
森
の
祭
肥
者
自
身

に
お
い
で
す
ら
伝
承
の
合
理
化
が
行
わ
れ
て
い

る
こ
と
は
、
伝
承
母
体
の
年
代
層
に
差
違
と
な

っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
大
正
四
年
生

れ
の
椛
谷
保
二
氏
は
、
七
森
が
「
先
祖
た
る
平
家

の
落
人
を
ま
つ
る
塚
(
墓
)
」
で
あ
る
と
か
た
く

な
に
伝
承
し
て
い
る
が
、
一
世
代
あ
と
の
昭
和

四
年
生
れ
の
南
邦
男
氏
は
「
神
仏
は
別
で
あ
る

以
上
先
祖
を
ま
つ
る
塚
で
は
な
く
、
七
家
の
開

拓
の
中
心
地
で
あ
り
氏
神
以
前
の
一
族
の
{
寸
り

神
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
世
代
が
降
る
ほ
ど

合
理
的
な
解
釈
を
混
じ
え
て
い
る
こ
と
が
理
解

さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
伝
承
が
佐
々
木
氏
等

の
都
会
地
に
育
っ
た
新
鋭
の
学
究
の
所
説
と
、

奇
妙
な
一
致
を
見
せ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い

と
こ
ろ
で
あ
る
。
ニ
ソ
の
杜
に
お
い
て
も
忠
実

な
伝
承
の
記
録
『
島
山
私
考
』
に
異
を
と
な
、
え

る
研
究
者
が
出
て
き
た
よ
う
に
、
数
十
年
後
再

調
査
の
機
会
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
同
族
意
識

は
皆
無
と
な
り
、
先
祖
祭
把
も
形
骸
化
が
一
層
す

す
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
以
下
に
七
森
の

祭
把
者
と
祭
把
形
態
に
つ
い
て
一
覧
表
を
作
製

す
る
こ
と
と
す
る
。
(
下
記
別
表
参
照
)

祭
日
は
旧
九
月
九
日
(
昨
年
は
十
月
十
七
日株講(レンカ、、ク講)高浜町高野

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）
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に
該
当
)
、
こ
の
日
は
金
剣
神
社
の
旧
祭
日
に

当
る
。
小
和
田
の
七
森
p

ダ
イ
ジ
ョ
ウ
コ
の
祭

に
お
い
て
霜
月
二
三
日
¥
の
祭
が
今
な
お
行
わ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
当
地
に
お
い
て
も
霜
月
祭
が

素
型
と
し
て
予
想
さ
れ
る
。
株
講
が
レ
ン
ガ
ク

講
と
別
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
宮
座
の

神
事
に
移
行
し
た
可
能
性
大
で
あ
る
。
輪
番
で

つ
と
め
る
講
宿
で
オ
へ
イ
を
七
本
っ
く
り
、
各

自
の
株
荒
神
の
モ
リ
へ
詣
リ
神
酒
・
洗
米
を
供

え
た
あ
と
、
講
箱
(
虫
除
け
の
札
あ
り
)
を
床

の
間
に
す
え
神
酒
・
洗
米
・
ニ
シ
メ
を
供
え
、

心
経
と
「
カ
ミ
ヲ
タ
ッ
テ
カ
ミ
ト
ナ
ス
、
ア
ビ

ラ
ウ
ン
ケ
ン
ソ
ワ
カ
」
と
七
回
と
な
え
て
か
ら

会
食
す
る
。
供
物
も
以
前
は
赤
飯
や
モ
チ
が
供

え
ら
れ
た
が
、
現
在
洗
米
に
変
っ
て
お
り
、
紀

り
方
の
順
序
な
ど
に
も
幾
分
変
化
が
見
ら
れ
る
。

株
講
に
は
分
家
は
一
切
関
与
し
な
い
が
、
山
の

口
講
(
二
月
四
日
、
十
一
月
四
日
)
に
は
ス
リ

ゴ
ク
を
供
え
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
な
お
七
森

の
分
家
窪
田
甚
左
ヱ
門
・
津
田
勘
右
ヱ
門
・
大

江
芳
太
郎
・
常
盤
長
右
エ
門
・
高
住
喜
左
エ
門
・

河
端
泰
好
家
と
端
高
寺
に
ほ
、
家
敷
内
や
田
の

畦
・
ヤ
ブ
に
小
嗣
を
か
ま
え
た
り
自
然
石
を
安

置
し
て
地
主
荒
神
を
把
っ
て
お
り
、
山
の
口
に

ス
リ
ゴ
ク
を
供
、
え
て
い
る
。
高
住
家
は
椛
谷
家

の
分
家
で
あ
る
が
、
百
年
前
に
常
藤
の
田
を
購

入
し
た
た
め
、
常
藤
の
モ
リ
の
か
わ
り
に
回
の
畦

に
石
を
す
え
て
地
主
荒
神
と
し
て
紀
っ
て
い
る

の
だ
と
い
う
。
嗣
を
持
つ
も
の
は
中
に
玉
石
か

「
奉
勧
請
地
主
荒
神
維
持
文
化
七
年
午
ノ
四
月

廿
一
日
」
「
奉
祭
把
地
主
荒
神
守
護
所
明
治
六

年
焚
酉
年
八
月
士
口
日
L
(

窪
田
家
)
と
書
か
れ
た

神
札
を
納
め
て
あ
る
。
七
森
同
様
先
祖
を
把
る

と
す
る
伝
承
も
見
ら
れ
る
。
墓
制
は
典
型
的
な

両
墓
制
。
弔
い
上
げ
は
五

O
回
忌
、
タ
モ
で
枝

つ
き
の
ト
ウ
パ
を
つ
く
る
。
弔
い
上
げ
後
仏
は

神
さ
ん
に
な
る
と
い
う
。
ダ
イ
ジ
ヨ
コ
と
い
う

神
名
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
以
前
毎
月
十
一
日

に
お
伊
勢
さ
ん
を
杷
る
ダ
イ
ジ
ン
グ
ウ
講
が
神

高浜町高野盛ノ下家の
株荒神のモリ

高浜町小和田一瀬のモリ
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社
で
行
わ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

凶
小
和
田
(
四
八
戸
・
真
言
宗
)

中
世
に
お
い
て
は
、
高
野
、
中
山
に
隣
接
す

る
青
葉
山
の
中
腹
に
位
置
し
て
い
た
が
、
時
代

が
降
る
ご
と
に
現
在
の
山
麓
下
へ
と
移
行
し
て

き
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
傾
向
は
新
築
ご

と
に
県
道
添
い
の
平
野
部
へ
と
移
住
す
る
村
の

景
観
に
認
め
ら
れ
る
。
モ
リ
の
祭
場
も
こ
の
伝

承
と
傾
向
を
無
視
し
て
は
推
考
で
き
な
い
。
現

在
の
祭
場
は
、
信
仰
と
祭
紀
は
い
ざ
知
ら
ず
、
つ

ま
り
は
中
世
以
降
の
所
産
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

同
族
を
あ
ら
わ
す
カ
ブ
と
い
う
言
葉
は
残
っ
て

い
る
が
、
高
野
同
様
当
地
に
お
い
て
も
現
在
同
族

の
結
束
は
そ
れ
程
強
く
は
な
く
、
七
森
の
祭
-
紀
に

も
直
接
の
関
わ
り
は
な
い
。
(
下
記
別
表
参
照
)

祭
日
は
十
一
月
二
三
日
に
一
定
し
て
い
る
が
、

一
瀬
家
の
よ
う
に
盆
・
正
月
・
祝
事
に
移
行
し

て
い
る
例
や
、
転
宅
・
売
買
等
に
よ
り
祭
肥
の

と
だ
え
て
い
る
の
が
多
い
。
七
森
の
う
ち
奥
西

の
モ
リ
に
古
い
祭
肥
形
態
が
伝
承
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
見
、
つ
け
ら
れ
る
。
祭
記
者
以
外
の
村
人

の
意
識
に
お
い
て
は
、
古
墳
の
あ
る
ヤ
ブ
、
一

瀬
家
の
地
主
荒
神
の
シ
イ
な
ど
も
モ
り
さ
ん
と

金
田

周
縁
に
お
け
る
同
族
神
の
祭
肥
形
態

呼
称
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
他
に
、
分
家
筋
の

家
で
地
主
荒
神
を
把
る
家
は
、
盛
次
九
郎
次
郎

(
「
明
治
二
六
年
地
野
士
皇
神
コ
ン
リ
ュ
ウ
ス

ル
巳
ノ
年
二
月
吉
日
大
工
西
畑
安
太
夫
」
)

一
瀬
久
助
家
(
玉
石
)
が
あ
り
、
家
の
守
り
神

と
し
て
盆
正
月
に
把
っ
て
い
る
。
ミ
パ
カ
と
イ

シ
パ
カ
に
分
か
れ
る
両
墓
制
。
五

O
回
忌
の
弔

い
上
げ
に
は
、
タ
モ
の
木
で
ハ
ト
ウ
パ
を
作
る
。

生
れ
か
わ
っ
て
神
に
な
る
と
い
う
。

三
旧
粟
野
村
の
ダ
イ
ジ
ゴ

市
の
南
西
部
野
坂
山
系
の
山
麓
下
に
位
置

し
、
関
峠
に
よ
っ
て
若
狭
に
接
し
て
い
る
。
井

ノ
口
川
・
黒
河
川
の
流
域
に
点
在
す
る
関
・
金

山
・
野
坂
・
筋
生
野
・
櫛
林
・
市
野
々
・
砂
流
・

御
名
・
長
谷
・
山
・
公
丈
名
・
和
久
野
・
野
神

の
十
三
部
落
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
昭
和
三

O

年
敦
賀
市
に
合
併
現
在
に
至
る
。
純
農
村
地
帯

で
あ
っ
た
が
近
年
ベ
ッ
ト
タ
ウ
ン
化
が
進
ん
で

いヲ令。若
狭
に
お
い
て
は
、
ダ
イ
ジ
ョ
ゴ
は
全
て
と

い
っ
て
よ
い
ほ
ど
個
人
、
同
族
組
織
で
把
ら
れ

て
い
る
の
に
比
し
て
、
越
前
に
お
い
て
は
大
将

軍
社
・
大
神
宮
社
と
し
て
村
祭
把
の
氏
神
か
末

社
扱
い
さ
れ
て
い
る
傾
向
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
こ
に
一
向
宗
の
影
響
を
一
大
要
因
と
し

て
考
え
う
る
が
、
実
際
も
と
は
個
人
所
有
だ
っ

た
と
い
う
伝
承
が
散
見
さ
れ
る
。
若
狭
に
接
し

近
江
の
影
響
の
強
い
敦
賀
市
に
お
い
て
、
こ
の

祭
把
形
態
を
構
固
化
す
る
と
、
市
を
縦
断
し
て

流
れ
る
笠
ノ
川
に
よ
っ
て
、
見
事
に
分
離
さ
れ

て
い
る
の
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
越
前
の
影
響

圏
に
あ
り
一
向
宗
・
浄
土
宗
の
勢
力
の
強
い
東

岸
の
愛
発
村
・
中
郷
村
・
東
郷
村
に
お
い
て
は

村
祭
町
、
若
狭
に
接
す
る
西
岸
の
粟
野
村
・
松

原
村
に
お
い
て
は
個
人
祭
把
が
普
遍
性
を
持
っ

て
い
る
。
調
査
を
し
て
み
て
、
こ
の
あ
ざ
や
か

に
二
相
に
分
別
さ
れ
る
民
俗
分
布
図
に
驚
嘆
を

禁
じ
え
な
い
。

し
か
も
後
述
す
る
よ
う
に
、
能
登
の
ア
エ
ノ

コ
ト
を
は
じ
め
、
県
内
に
お
い
て
も
南
条
郡
周

辺
に
ア
エ
の
神
を
把
る
十
二
月
五
日
の
行
事
が

散
見
さ
れ
る
が
、
山
・
御
名
・
公
文
名
あ
た
り

の
ダ
イ
ジ
ゴ
の
祭
に
お
い
て
、
こ
の
神
と
の
形

態
的
な
習
合
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
現
象
は
単
な
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周
縁
に
お
け
る
同
族
神
の
祭
紀
形
態

る
習
合
で
あ
っ
て
、
野
坂
に
お
い
て
は
ダ
イ
ジ

ン
グ
と
全
く
関
係
な
く
、
野
坂
神
社
の
宮
田
(

ア
イ
ノ
コ
ダ
)
で
と
れ
た
米
で
共
食
す
る
ア
エ

ノ
コ
ウ
が
か
つ
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
白
木
の
ア

イ
ノ
カ
ミ
ノ
モ
リ
・
美
浜
町
丹
生
の
ア
イ
ノ
カ

ミ
・
北
田
の
饗
神
神
社
・
佐
野
の
愛
大
神
・
三

方
町
南
前
川
の
ア
エ
ノ
カ
ミ
が
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
も
理
解
さ
れ
よ
う
。

金
田

ダイジゴの祭リ

(中川文四郎家)
敦賀市山

敦
賀
市
は
旧
愛
発
村
万
根
の
ジ
ュ
ミ
ョ
ウ
と

呼
ば
れ
る
強
力
か
つ
濃
密
な
同
族
関
係
が
あ
る

に
は
あ
る
が
、
多
く
は
同
族
の
結
束
の
あ
ま
り

強
い
地
域
と
は
い
、
え
ず
、
し
た
が
っ
て
か
つ
て

は
同
族
神
と
し
て
の
祭
把
が
行
わ
れ
て
い
た
こ

と
を
示
す
伝
承
や
形
態
が
わ
ず
か
に
残
っ
て
い

る
が
、
発
展
的
な
同
族
神
の
祭
肥
は
見
ら
れ
な

い
。
同
族
の
結
束
が
未
発
達
な
の
か
、
衰
退
消

滅
し
た
の
か
、
そ
の
因
由
は
今
後
の
課
題
で
あ

る
。
墓
制
は
旧
愛
発
村
、
旧
粟
野
村
の
一
部
に

両
墓
制
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
他
は
単
墓
制
で

あ
る
。
(
下
記
別
表
参
照
)
(
二
六
頁
へ
続
く
)

4
1
T
T
+
+
4
1
T
?
?
?
?
4
!
?
+
 

。

近

紹

介刊

福
井
置
県
そ
の
前
後

上国家のダイジゴのモリ

池

内

啓

著

福
井
県
は
本
年
で
ち
ょ
う
ど
置
県
百
年
に
当

る
の
で
、
そ
れ
を
記
念
し
て
郷
土
誌
懇
談
会
で

は
、
福
井
大
学
教
授
池
内
啓
氏
に
「
福
井
置
県

そ
の
前
後
」
と
い
う
題
で
執
筆
を
お
願
い
し
た
。

こ
れ
は
福
井
県
郷
土
新
書

7
と
し
て
近
日
中
に

発
刊
さ
れ
る
。

内
容
は
、
敦
賀
県
が
石
川
・
滋
賀
両
県
に
分

割
さ
れ
て
消
滅
し
た
悲
運
か
ら
、
福
井
県
と
し

て
再
誕
生
す
る
ま
で
の
経
緯
、
そ
し
て
置
県
以

後
の
県
下
の
政
治
状
勢
と
若
き
政
治
家
た
ち
の

動
向
を
述
べ
、
つ
い
で
県
下
の
言
論
機
関
と
し

て
福
井
新
聞
を
は
じ
め
と
す
る
諸
新
聞
の
発
刊

事
情
を
、
興
味
深
く
語
っ
て
い
る
。
新
書
版
二

四
四
頁
、
定
価
二
二

O
O円
で
あ
る
。

敦賀市御名
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10 9 8 

奥 盛

西 持E 次

賢 大 庄

J台 町 E力

る奥 盛う通
山西 竹地称
の家 二蔵ダ
下の 六 横院イ
(イ のジ古、

四 のヨ
墳ノ子、、 (円 l
と
いカ 山墳 ゴ
、カて 林 と
ヱぁ ) し、 l

タ「 代 将 キ タ 平 タ |
モ大々軍・モ正モ

神宮祖ー桐・盛・
Oi頼、「シk洞

L L 氏平イ神「

神石遠盛・札大
札碑祖丈ツ)将
~~及大ノf 軍

へ 赤 ゴ洗神|
fi飯 ク米酒|
本 塩

かも が盛 あ
らと み丈 わ

分内 や 大 た
離谷 に明 か

平 奥 見神
神な

家 西 て
と

らも 祖先
で

グ〉し、 校落、
いを を武 10 、最E 切

者 本
祖先る る

先で争家 と
の屋 た

祖い
命日裏敷

た
を~:: る前日 」

る よ 十に
。

。り 九 シ 繁

ダイ 畠中
日イ る
にと ほ

ン・ 最E嗣 ど
ヨ内 る ( 隆
|谷 。地 盛
ゴー 玉
と族 荒
もは 神
い株 ) 。

う墓 お

(2) 7 6 5 4 3 2 l 号番資料

金 常 久 藤 椛 南 盛
9ノ乙」て、

藤 保 井
ノ

岡 谷
下 最E

石凶 不元 正 保
邦 文

者

雄 )祥 弘 治 男 J台
名

後小小 lこ小 ノj、ノf小 の小

の字字大売字東 字中字 国字
所

山森却 i*u央 堂 の神
頂ヶ上し谷 ヶlこσ〉 畦 成

後のた 本あ上 に逼 在
、農道 回米 のり

、
あ 称

山の谷 竹 セ
ン〆

の傍畦喜 数 キ ヌ 地
神 ト
背 家 ウ

ン
) 

不 不ケ タ小タオタ タ
依

明 明ヤ モ嗣モヘモ モ
三千 イ-

、 代

オ椿 石 オ 祭
"-グ〉 仏 "-

最E
イヤ 数 イ 対

プ 基 !照

洗神 f共

" " " " 米 i酉
物

よー常家号 家
r謝~丈 号家に家神願寸家

り時藤号 号 地号札所平号
青 家屋 常庄 久 椛主南二盛之盛
葉 断 敷藤右 E力 谷荒、枚次家ノ
神 絶 と、エ 、神分を魂臣下

社 し 呼 分門 分 分の家納与、御
のたぶ家 家 家小固め裏之分
桧 た 。四分 な 五嗣戸る£守家
の め 戸家 し 戸、。。 盛 四 伝
根 。神モ I也次戸

元現 i共戸 前像リ 士大家 承
で 在 水 裁二に 面 明 の
共常 で に 体 平 観 神 前
同藤 j五 地と行 音魂に
祭 の 失 主玉し 菩 刃 地 そ
市Eモ し 荒石て 薩 禁 主

廃 神安一 惣他荒 グ〉

と 絶 の置族 急見神
共 小の 立日¥の 他

分 嗣 株 律~三平 小
五 家 墓 之 洞
森 σ〉 玉 が「 ヒJ 家あ
グ〉 あ 石 並 と臣り
非ノ」足、 る z戸:c d、、守‘ 記御
市E 置

。
さ之小

者 帯 目リ れ守万
を 裁 た之と

小
和
田

ω
高
浜
町
高
野
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14 13 12 

馬 井 盛
場 ノ 次

東山 | 上 孫
弥 右 文
兵 菅 ヱ 警|
J台 雄 r9 

あ右小竹小旧今 ブ学
りヱ字ヤ字宅北 校
。門由ブ加裏二 グ

所有 里 茂約七 フ
川十の ウ

の現 、坪ー ン

回在 |日 ド
の一 毛{ 山 横
岸 j頼 裏 中本 グ〉

lこ孫 の ヤ

岩も タ タ
と モ モ
タ
モ
あ

。

モオ 洗
チコ 米

ワ

五なこせ先百分旧ヤも
輪おのず祖年家宅ラと
のしモ で前六にシ奥

をリ 守転戸地イ西
旧せき り宅。主サの
宅にん 神五荒ワフ
にやに 先「地十神あ ルタ
I也な「 主年 トモ
主らシ 祖荒前りアリ
荒んロ の神ま。ブの
神あ L ff、 ハあで ナー

とラ カり祭 イつ
りいス て、。踊E L 。
。、か、

は(神 所と 地土70 と
なゴ

九ま いへ札 し購

年前んら
かイ 掛 て入
L O .軸

踊E'こ
転と 四石の らよ
宅ヤ 九.捨 ずり
。ク 年神場 所

セシ に像と
年8有す

キの 転)な

トト 宅つ 前る
ウウ し てし、 転が
内の 空"旦、 !'f士」官寸、

にし 示E モ 。イ

(3) 

敦
賀
市
関
(
五
八
戸
・
浄
土
宗
)
祭
日
十
二
月
二
三
日

17 16 15 

城 回 中
中

谷
四
良E

亀彦 兵
司 衛 =口と

に床
敷家

りも
あの 。と

り問 裏 百関。、
年峠

も 前大
と 前常
納 庭宮
屋 に谷
グ〉

移す lあこ
前

棒営自 石
(然 市司
神モ石
さチ
んの近
の木年

)木 桐造

大ブボンタ赤飯
神 ジオキ1¥l.ウジイ

角・ンモ・ j酉 ヤコ
切コ・・ア コワりンゴニゲ

神の分 ダとが分
ので家 イいお家
石、ー ジう休二
洞大戸 ゴみー

声 グ) ，こ戸。

で十 フ出ヨ之 く仲
ま二 り る谷
い月 あ タ姓
る二 モは
。五 。

の古
棒日 木い
を祭 あ分
切日 り家
っ 。 。と

たダ 火い
たイ 難
めジ 盗 つ

巣ゴ 難分

の裏家ぁ大

t) 。神呂
神

オ夕、

前は コイ
庭耳 ワジ
lこカず をゴ|
地遠 女子さ
グ〉し、 むん

城
家
の
隣
家
堀
勘
左
家
は
、
以
前
祭
柁
に
加
わ
っ
て
い
た
が
、

を
供
え
て
内
紀
り
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

五
十
年
前
棒
を
伐
採
後
、

十
二
月
二
三
日
に
床
の
間
に
天
照
皇
太
神
官
の
掛
軸
を
か
か
げ
モ
チ

(4) 

野
坂
(
六
六
戸
・
曹
洞
宗
)
祭
日
霜
月
二
三
日

祭
犯
者
不
明

祭
把
な
し
。

笹
山
重
治
家
横
の
溜
池
の

岸
(
管
地
)

榎
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(5) 

柴
田

権
太
夫

分
家
柴
田
孫
右
エ
門
家
の

裏

筋
生
野
(
九
八
戸
・
曹
洞
宗
)

C
U
 

池松
沢永

車
問

仁
太
夫

倉前
の栽
隣

棒
(
シ
ョ
|
ネ
が
入

っ
て
い
る
か
ら
オ
ズ

シ
は
不
要
と
い
う
)

五
輪

も
と
ツ
バ
キ
の
木
あ

り
。
石
仏
J

長
谷
(
五

O
戸
・
曹
洞
宗
)
十
二
月
二
三
日

(7) 

森
腰
吉
左
ヱ
門

リキ「
」ダ

とイ
いジ

つコ
家さ
のん
前の
のヤ
モシ

23 

山
(
六
六
戸
・
曹
洞
宗
)
十
二
月
二
三
日

24 25 26 

中
川

文
四
郎

赤
坂

平
五
郎

森
岡

平
太
夫

上
野

太
郎
左

金
田

家
敷
裏
の
小
川
の
岸

家
敷
内

納
屋
の
う
し
ろ

家
の
横

周
縁
に
お
け
る
同
族
神
の
祭
杷
形
態

然も
石と
。タ

モ
あ

自

国又魚、ワ酒オ
ロiは(ン・コ

子スギ大ワ
ンノレリキ~.

乙メ・の神

17 
ン
コや

は
メ
ク
フ
で
、ソ

ン

ボ
な
グ〉

で

タ
モ
(
「
ダ
イ
ジ
ゴ
さ

ん
の
木
」
)
、
自
然
石
。

棒
の
根
・
石
・
も
と

タ
モ
あ
り

タ
モ

自
然
石
(
「
ダ
イ
ジ
ン

グ
の
墓
」
と
い
う
)

ツ
ン
ボ
な
の
で
「
ダ
イ
ジ
ン
グ
さ
ん
/
{
¥
」
と
大
声
で
呼
び
、
カ
ラ
ス

の
鳴
か
な
い
う
ち
に
ま
い
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
へ
ビ
(
主
)
と
も

白
竜
と
も
い
う
。
ト
ガ
メ
が
あ
る
か
ら
付
近
に
下
肥
を
ま
か
な
い
。

松
永
敏
雄
家
の
分
家
。

分
家
な
し
。
毎
月
一
日
一
五
日
に
肥
る
。

一
シ
ノ
カ
ミ
だ
と
い
、
っ
。

祈
祷

分
家
な
し
。
あ
ら
た
か
な
神
で
ツ
ン
ボ
だ
と
い
う
。
先
祖
を
肥
る
と
い

う
。
(
「
大
神
宮
と
書
く
の
で
お
か
し
な
気
が
す
る
」
と
は
末
次
氏
の
話
)

こ
の
モ
リ
の
中
に
他
に
巳
さ
ん
(
洞
・
松
)
と
伏
見
稲
荷
(
六
年
前
に

家
の
中
よ
り
移
す
)
を
杷
る
。
刈
っ
た
下
草
は
田
に
は
入
れ
な
い
。

い
か
い
芦
で
供
物
の
名
を
い

タ
モ
は
鬼
門
よ
け
と
い
う
。

一
師
は
不
動
だ
と
い
う
。

赤
飯
・
神
酒
一
大
神
宮
は
先
祖
と
い
う
。
長
い
間
子
な
し
の
時
代
が
続
き
、
四
代
前
よ

ハ
ツ
キ
大
根
一
り
直
系
。
ア
ゼ
チ
な
し
。
鬼
門
と
は
ち
が
う
。

二
本
灯
明
一

ア
ズ
キ
メ
シ
一
分
家
二
戸
。
ダ
イ
ジ
ン
グ
は
地
の
神
だ
と
い
う
。
ツ
ン
ボ
で
メ
ク
ラ
な

大
根
ワ
ン
ギ
一
の
で
大
声
で
「
ダ
イ
ジ
ン
グ
ド
ン
/
¥
/
¥
ア
カ
7

7
も
あ
り
ま
す
し

リ
(
タ
ク
ア
一
大
根
も
あ
り
ま
す
し
、
魚
も
あ
り
ま
す
し
、
ゆ
っ
く
り
上
っ
て
下
さ
い
」

ン
)
。
魚
・
神
一
と
言
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
ダ
イ
ジ
ン
グ
ア
レ
の
伝
承
あ
り
。

酒
・
ハ
シ

カ
ラ
ス
の
鳴
か
ん
う
ち
に
ま
い
る
。
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(8) 

金
田

周
縁
に
お
け
る
同
族
神
の
祭
紀
形
態

下
原

久
太
郎

家
の
横

ア
ブ
リ
柿
。

嗣
・
石

28 

御
名
(
四
五
戸
・
浄
土
宗
・
天
理
教
)
十
二
月
一
一
一
一
一
日

タ
モ

29 30 31 32 

岡
田

栄
太
郎

井
口
寅
男

井

口

立

木

上

回

彦

左

休

庭

末
士
口

納
屋
の
前

家
敷
内

同
右

家
敷
裏
・
「
ダ
イ
ジ
ョ
ゴ

さ
ん
の
ヤ
シ
キ
」

小
字
中
筋
凶
の

5
5
7
の

回
の
畦
に
「
ダ
イ
ジ
ヨ
ゴ

の
モ
リ
」
あ
り

サ
ン
ポ
ウ
に
一
あ
ら
た
か
な
地
面
の
神
。
巳
ー
さ
ん
。
天
狗
さ
ん
。

赤
飯
・
ス
ノ
一
大
神
神
宮
の
木
を
う
え
祝
い
こ
む
(
神
主
談
)
。
小
便
を
す
る
と
パ
チ
が

モ
ノ
・
コ
ン
一
あ
た
る
。
心
経
を
と
な
え
る
。
ダ
イ
ジ
ヨ
ゴ
ア
レ
。

ブ
・
ス
ル
メ
一

神
酒
・
塩
一

赤
飯
一
井
口
彦
左
家
の
分
家
。
も
と
出
所
鶴
三
郎
家
(
カ
ミ
デ
ッ
シ
ヨ
)
の
家

神
酒
一
敷
内
に
あ
り
。
井
口
家
に
売
却
し
た
た
め
回
の
ヤ
ブ
に
移
し
た
が
、
山

ニ
シ
ン
一
国
家
が
田
を
購
入
、
現
在
井
口
家
で
把
る
。

自
然
石
・
も
と
モ
チ
一
ゴ
ゼ
ン
・
袖
泊
一
大
明
神
と
書
く
。
明
治
二
三
年
頃
焼
失
の
際
表
に
移
す
。
カ
ラ
ツ
の
ツ

あ
り
。
一
ヤ
サ
イ
・
オ
カ
一
ボ
出
土
。
一
二
韓
征
伐
の
折
神
功
皇
后
の
お
伴
を
し
た
「
兵
隊
の
神
」
で

一シ

2
7人
笠
宮
中
で
も
一
番
先
に
泥
る
と
い
う
(
官
井
神
主
の
話
)
。
大
将
軍
の
解

一

一

釈

か

。

タ
モ
・
石
仏
・
自
然
一
オ
コ
ワ
・
三
先
祖
で
あ
ら
た
か
な
地
面
の
神
。
耳
が
悪
い
の
で
「
ダ
イ
ジ
ョ
ゴ
ド
ン

石
シ
メ
・
オ
カ
一
/
¥
」
と
大
声
で
呼
ん
で
供
え
物
を
持
っ
て
い
く
。
ダ
イ
ジ
ヨ
ゴ
ア
レ
。

シ
ラ
二
匹
オ
一
白
へ
ビ
が
住
ん
で
い
る
。
他
人
が
屋
敷
に
入
る
と
よ
く
崇
る
。
当
家
は

ヒ
ラ
に
の
せ
一
オ
ヤ
ケ
の
株
(
身
上
の
い
い
家
)
で
ス
モ
ウ
ト
リ
パ
シ
ヨ
だ
っ
た
と
い

る
一
う
。
分
家
二
戸
。
墓
場
は
個
人
所
有
。
天
理
教
徒
。

サ
ン
ポ
ウ
に
一
家
号
カ
ミ
(
代
官
所
あ
と
と
い
う
)
。
先
祖
を
把
る
。
ツ
ン
ボ
な
の
で
、

オ
コ
ワ
・
神
一
お
供
、
え
の
品
を
一
つ
/
¥
い
う
。
三
、
四
百
年
前
敗
残
の
侍
が
白
馬
に

酒
・
ニ
シ
メ
一

五
品
(
コ
ン
一
の
り
森
に
入
っ
て
生
埋
め
と
な
っ
た
。
リ
ン
が
な
り
お
わ
っ
た
ら
、
或

ニ
ヤ
ク
・
ダ
一
は
タ
モ
の
木
が
枯
れ
た
ら
、
死
ん
だ
と
忠
、
え
と
い
う
。
耳
の
つ
い
た
白

イ
コ
ン
・
チ
一
へ
ビ
が
住
ん
で
い
る
と
い
わ
れ
る
。
二

O
年
前
土
手
ヤ
ツ
り
を
し
て

巧
巧
.
一
一
作
一
火
が
木
の
ウ
ト
ロ
に
入
り
焼
失
。
出
示
り
で
次
々
と
二
人
死
亡
し
た
こ
と

れ
い
乙
ど
が
あ
る
。
春
日
野
の
七
ッ
塚
の
一
つ
と
い
う
。
末
士
口
夫
妻
は
養
子
。
ダ

自
然
石

タ
モ
・
自
然
石
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汁

4
Jリ
)
イ
ジ
ゴ
さ
ん
の
オ
フ
ダ
(
ト

l
パ
と
も
い
う
)
を
タ
モ
の
木
で
つ
く
り

U
ノ

2
一
/
た
て
た
と
こ
ろ
、
芽
が
出
て
モ
リ
と
な
っ
た
と
い
う
(
井
口
政
義
氏
談
)
。

戦
前
ダ
イ
ジ
ョ
ゴ
を
肥
る
家
同
志
が
仲
間
と
な
り
ダ
イ
ジ
ン
グ
講
を
三

1
四
ヶ
月
毎
に
行
っ
て
い
た
。
議
帳
は
三
八
年
頃
の
大
火
で
焼
失
。
そ
の
他
神
と
し
て

泥
つ
て
は
い
な
い
が
家
敷
の
タ
モ
の
木
を
決
し
て
切
る
な
と
い
う
伝
承
が
あ
る
。

(9) 

砂
流
(
二
七
戸
・
浄
土
宗
・
曹
洞
宗
)
十
二
月
二
三
日

平
兵
衛
一
前
栽

浅
野

タ
モ
・
自
然
石

)
 

A
H
υ
 l

 
(
 
公
文
名
(
六
六
戸
・
浄
土
宗
)
十
二
月
一
一
一
一
一
日

川
端
次
郎
太
郎

タ
モ
・
石
仏

当
日
は
地
蔵
堂
で
地
蔵
祭
が
行
わ
れ
る
の

・
塩
・
米
)
把
る
。

ダ
イ
ジ
ゴ
は
地
の
神
で
先
祖
だ
と
い
う
。
耳
が
遠
い
の
で
大
声
で
呼
ぶ
。

ダ
イ
ジ
ゴ
ア
レ
。
直
接
の
分
家
二
戸
。

け
い
河
一
寸
一
次
郎
太
郎
と
は
切
っ
て
も
切
れ
ん
仲
だ
と
い
っ
。

ヤ
ク
ゴ
ハ
ン
一
、
ぢ

E
一
ノ

E
《

l
，J
i
-
;
f
j
J
{
1
7
1
1

一

オ
カ
シ
ラ
・
塩
一

ダ
イ
ジ
ゴ
と
は
い
わ
な
い
が
万
根
義
雄
家
に
は
タ
モ
・
石
仏
・
石
像
を
シ
ラ
へ
ビ
さ
ん
と
し
て
三
月
二
日
(
毎
日
水

家
敷
内

JI[ 
端

彦
四
郎

同
右

タ
モ
・
自
然
石

)
 

-
ー(
 
和
久
野
(
二
二
戸
・
曹
洞
宗
)
祭
日
な
し

お

一

松

原

長

右

ヱ

門

一

家

敷

内

椿

・

自

然

石

(

大

将

軍

)

拘
一
槻
木
隆
一
同
右
(
も
と
寺
に
あ
り
)
自
然
石
(
大
将
軍
)

他
に
伊
原
力
治
郎
家
で
は
十
年
前
新
築
の
際
、
牛
小
屋
の
敷
石
を
回
へ
捨
て
よ
う
と
し
て
、
三
人
が
か
り
で
か
つ
い
だ
が
上
が
ら
ず
、

に
み
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
ジ
ノ
カ
ミ
だ
と
し
て
、
家
の
前
に
弁
天
・
地
蔵
・
お
大
師
と
共
に
泥
っ
て
い
る
。

ダ
イ
ジ
ゴ
さ
ん

天
筒
山
の
オ
ダ
イ
さ
ん

25 

以
上
旧
粟
野
村
の
ダ
イ
ジ
ゴ
を
列
記
し
た
が
、
現
在
ま
で
の
調
査
に
お
い
て
は
野
神
・
市
野
々
・
櫛
林
・
金
山
に
は
そ
の
祭
肥
の
痕
跡
を
発
見
で

き
な
か
っ
た
。
戸
数
は
明
治
十
三
年
の
調
査
に
よ
る
。

金
田

周
縁
に
お
け
る
同
族
神
の
祭
杷
形
態
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金
田

周
縁
に
お
け
る
向
族
神
の
祭
杷
形
態

26 

四
周
縁
の
祭
記
形
態

本
稿
の
結
論
に
か
え
る
べ
く
、
以
下
に
如
上

の
資
料
の
分
析
検
討
を
通
し
て
、
若
狭
に
お
け

る
周
縁
の
祭
把
形
態
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

で
は
周
縁
に
と
っ
て
そ
の
中
核
を
な
す
民
俗

事
象
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
緒
言
に
お
い
て
ふ

れ
た
よ
う
に
、
言
、
つ
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
若
狭

に
お
け
る
ダ
イ
ジ
ョ
ゴ
、
地
の
神
、
杜
神
(
モ

リ
さ
ん
)
と
呼
ば
れ
る
、
三
方
郡
遠
敷
郡
の
濃

密
な
祖
先
山
田
市
拝
の
祭
把
空
間
で
あ
る
。
さ
ら
に

は
、
今
回
資
料
報
告
の
対
象
と
し
た
地
域
の
周

縁
を
と
り
ま
く
よ
う
に
、
京
都
以
西
や
山
陰
山

陽
の
荒
神
・
薮
神
・
地
神
、
京
都
・
滋
賀
・
奈
良
・
和

歌
山
の
大
将
軍
、
越
前
の
村
祭
把
の
大
将
軍
・
大

神
宮
、
能
登
の
杜
神
、
個
人
祭
杷
の
大
将
軍
や

地
の
神
が
あ
る
。
あ
る
い
は
高
浜
周
辺
の
荒
神

は
北
限
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
周
縁
の
民

俗
の
変
容
を
構
図
化
し
分
析
す
る
と
、
あ
た
か

も
虹
が
徐
々
に
七
色
の
弧
を
え
が
き
な
が
ら
拡

が
っ
て
い
く
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
醍
醐
味
は

一
定
の
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
を
経
験
し
た
も

の
で
な
い
と
味
わ
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
民
俗

事
象
が
如
実
に
語
る
意
味
を
見
出
す
に
は
、
方

法
論
が
確
立
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
よ
う
に
二
又
大
根
の
変
遷
と
考
え
ら
れ
る
。
二

山
呼
称
表
記
高
野
小
和
田
に
お
い
て
は
人
分
の
供
物
は
夫
婦
神
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

荒
神
、
地
主
荒
神
・
ダ
イ
ジ
ョ

l
ゴ
、
モ
リ
き
凶
依
代
・
祭
組
対
象
ほ
と
ん
ど
が
タ
モ
の

ん
、
粟
野
村
に
お
い
て
は
ダ
イ
ジ
ゴ
、
ダ
イ
ジ
巨
木
で
あ
り
、
現
・
在
棒
・
椿
・
柿
等
の
雑
木
が

ヨ
ゴ
、
ダ
イ
ジ
ン
グ
ウ
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
ダ
生
え
て
い
て
も
、
か
つ
て
は
中
心
に
タ
モ
が
あ

イ
ジ
ョ
ゴ
の
表
記
は
一
部
に
大
神
宮
・
大
神
神
っ
た
伝
承
が
多
い
。
タ
モ
を
鬼
門
除
け
と
す
る

富
・
大
明
神
の
解
釈
に
よ
る
も
の
も
あ
る
が
、
習
俗
も
あ
り
、
屋
敷
の
タ
モ
を
切
る
な
と
す
る

石
碑
、
神
札
に
は
大
将
軍
と
書
か
れ
て
い
る
。
言
い
伝
え
も
あ
る
。
他
に
椎
・
棒
・
榎
・
椿
・

ω祭
日
霜
月
二
三
日
。
改
暦
後
小
和
田
に
柿
・
岩
・
自
然
石
・
石
碑
・
石
仏
・
五
輪
・
神

お
い
て
は
十
一
月
二
三
日
、
粟
野
村
で
は
十
二
札
・
ゴ
へ
イ
・
神
屋
を
持
つ
も
の
。
モ
リ
さ
ん
、

月
二
三
日
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
高
野
の
株
講
或
は

O
O
の
モ
リ
と
呼
ば
れ
、
小
森
林
を
形
成

レ
ン
カ
ク
コ
ウ

は
霜
月
祭
か
ら
宮
座
の
神
事
(
田
楽
講
)
に
移
し
て
い
る
も
の
は
古
態
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、

行
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
小
浜
市
奥
田
縄
果
た
し
て
自
然
の
森
を
聖
地
と
し
て
把
っ
た
も

の
四
塚
(
モ
リ
)
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
高
野
の
か
、
聖
地
や
崇
り
地
が
森
化
し
た
の
か
は
、

の
分
家
筋
の
地
主
荒
神
の
祭
日
は
山
の
口
講
(
現
象
や
外
観
の
形
態
だ
け
で
は
判
断
で
き
な
い
。

山
は
じ
め
・
山
お
さ
め
)
に
な
っ
て
い
る
。
小
川
祭
把
組
織
七
森
に
お
い
て
は
、
旧
家
本

和
田
で
は
盆
・
正
月
・
祭
日
な
し
が
多
い
。
家
の
個
人
祭
肥
か
ら
同
族
聞
の
祭
把
へ
の
移
行

同
神
供
赤
飯
・
小
豆
飯
が
普
遍
的
で
あ
り
が
見
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
分
家
筋
の
地

古
態
で
あ
ろ
う
。
高
野
・
小
和
田
の
ス
リ
ゴ
ク
、
主
荒
神
が
あ
る
。
粟
野
村
に
は
ほ
と
ん
ど
同
族

砂
流
の
黒
豆
の
オ
コ
ワ
に
変
遷
が
見
ら
れ
る
。
神
へ
の
展
開
は
見
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
同

他
に
神
酒
・
塩
・
魚
(
タ
イ
・
ジ
ャ
コ
・
ス
ル
族
祭
杷
の
活
性
化
に
よ
り
祖
先
神
化
す
る
と
い

メ
・
ニ
シ
ン
等
)
ワ
ン
ギ
リ
大
根
・
ニ
シ
メ
。
う
論
拠
は
当
を
得
て
い
な
い
。
そ
れ
と
と
も
に

ワ
ン
ギ
リ
大
根
や
タ
ク
ア
ン
は
新
庄
に
顕
著
な
近
隣
地
縁
の
祭
把
組
識
は
皆
無
で
あ
り
、
売
買
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関
係
に
お
い
て
は
地
の
神
・
屋
敷
の
守
護
神
と

し
て
祭
把
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

削
祭
場
家
敷
内
の
前
栽
・
前
庭
が
粟
野
村

で
は
特
に
多
い
が
、
七
森
の
よ
う
に
森
化
し
て

い
る
も
の
は
、
山
す
そ
、
回
の
岸
に
位
置
し
て

い
る
。
墓
制
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
は
、
南
の

モ
リ
・
奥
谷
の
モ
リ
、
盛
次
庄
助
家
の
ダ
イ
ジ

ョ
l
ゴ
(
古
墳
)
・
上
回
家
の
ダ
イ
ジ
ョ
ゴ
の

モ
リ
(
塚
)
が
あ
り
、
特
に
上
回
家
の
伝
承
に

弔
い
上
げ
の
イ
キ
ト

l
パ
を
連
想
さ
せ
る
の
は

注
目
さ
れ
る
。
「
グ
ノ
イ
ジ
ン
グ
の
墓
」
と
い
う

呼
称
も
興
味
深
い
。
間
中
谷
家
の
よ
う
に
一
キ

ロ
も
離
れ
た
大
常
宮
谷
か
ら
、
積
雪
の
た
め
祭

場
を
家
敷
内
に
移
動
し
た
事
例
は
「
広
義
の
屋

敷
神
」
(
直
江
広
治
)
に
当
ゐ
。

同
神
の
性
格
・
習
合
関
係
・
そ
の
他
の
伝
承

先
祖
を
把
る
と
す
る
も
の
、
先
祖
を
い
け
た

塚
と
す
る
も
の
・
先
祖
た
る
平
家
の
落
人
の
塚

敗
残
の
武
将
を
埋
め
た
塚
・
家
敷
の
先
祖
・
家

敷
の
守
護
神
・
地
面
の
神
・
地
の
神
・
巳
さ
ん
、

天
狗
さ
ん
・
白
竜
さ
ん
、
呼
称
か
ら
お
伊
勢
さ

ん
、
大
神
神
社
、
不
動
と
解
釈
す
る
も
の
な
ど

が
見
ら
れ
る
。
地
の
神
・
家
の
守
り
神
と
い
う

金
田

周
縁
に
お
け
る
同
族
神
の
祭
把
形
態

基
層
に
は
祖
霊
観
が
認
め
ら
れ
る
が
、
現
時
葬

墓
制
へ
の
合
理
化
に
よ
る
そ
の
稀
薄
化
は
時
代

の
趨
勢
と
な
っ
て
い
る
。
タ
モ
の
木
に
ま
つ
わ

る
票
り
の
話
も
必
ず
伴
っ
て
い
る
。

他
の
信
仰
と
の
習
合
に
つ
い
て
は
、
山
・
御

名
・
公
文
名
周
辺
に
ア
エ
ノ
コ
ト
に
類
似
し
た

祭
り
方
が
見
ら
れ
、
饗
の
神
(
田
の
神
)
と
の

関
係
も
重
視
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
山
の
神
に

つ
い
て
は
、
祭
日
の
移
行
の
他
、
御
名
上
回
家

の
ダ
イ
ジ
ヨ
ゴ
の
モ
リ
の
伝
承
に
出
て
く
る
白

馬
は
、
或
は
山
の
神
の
使
い
で
あ
ろ
う
か
。
も

っ
と
も
当
域
は
白
ウ
サ
ギ
が
普
遍
的
で
あ
る
。

こ
の
モ
リ
に
ま
つ
わ
る
即
身
成
仏
の
伝
承
は
、

野
坂
の
中
雀
地
蔵
に
も
見
ら
れ
る
。
な
お
地
主

荒
神
な
る
神
名
は
習
合
と
妥
協
の
所
産
で
あ
ろ

、
寸
ノ

そ
の
他
、
ツ
ン
ボ
・
メ
ク
ラ
・
ダ
イ
ジ
ヨ
ゴ

ア
レ
の
伝
承
に
見
ら
れ
る
片
脚
神
・
不
具
の
神
・

大
師
講
と
の
習
合
も
注
目
さ
れ
よ
う
。
ニ
ソ
の

社
の
カ
ラ
ス
グ
チ
や
、
小
和
田
の
馬
場
の
モ
リ
、

野
坂
・
山
の
ダ
イ
ジ
ゴ
に
見
ら
れ
る
烏
勧
誘
を

予
想
さ
せ
る
伝
承
の
素
型
は
、
よ
り
古
い
神
祭

り
の
形
態
に
相
違
な
い
。

最
後
に
方
法
論
へ
の
模
索
を
二
、
三
指
摘
し

て
お
く
。
ま
ず
重
出
立
証
法
に
つ
い
て
で
あ
る

が
、
若
狭
お
よ
び
そ
の
周
縁
を
フ
ィ
ー
ル
ド
・

ワ
l
ク
し
て
み
て
、
ま
だ
部
分
的
な
が
ら
か
な

り
有
効
な
感
触
を
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
前
記

の
烏
勧
請
に
つ
い
て
い
え
ば
、
付
ニ
ソ
の
杜
に

お
け
る
神
供
の
場
所
と
し
て
の
カ
ラ
ス
グ
チ
同

「
モ
リ
に
シ
ロ
ガ
ラ
ス
が
と
ま
ら
ん
と
ヤ
ク
シ

の
ト
ウ
の
し
な
お
し
を
せ
に
ゃ
な
ら
ん
」
と
の

馬
場
の
モ
リ
の
伝
承
同
「
ア
ケ
ガ
ラ
ス
の
渡
ら

ん
先
に
詣
ら
に
ゃ
な
ら
ん
」
(
新
庄
・
野
坂
・

山
)
と
い
う
三
点
の
断
片
的
な
伝
承
・
祭
紀
方

法
の
比
較
に
よ
っ
て
実
証
し
、
素
型
を
復
元
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

民
俗
周
圏
論
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
複
合
的

構
造
を
も
っ
民
間
信
仰
の
分
野
に
応
用
す
る
の

は
か
な
り
無
理
が
と
も
な
う
よ
う
で
あ
る
。
民

俗
事
象
の
発
祥
の
光
源
、
す
な
わ
ち
周
圏
の
中

心
を
ど
こ
に
求
め
る
の
か
、
そ
の
差
違
を
歴
史

的
時
間
に
置
き
か
え
う
る
か
ど
う
か
。
む
し
ろ

考
察
の
過
程
で
若
狭
と
越
前
の
信
仰
基
盤
を
問

題
と
し
た
よ
う
に
、
地
域
構
造
の
立
地
条
件
に

よ
る
変
遷
の
方
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
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と
も
若
狭
と
い
う
小
地
域
に
限
っ
て
み
れ
ば
、

名
田
庄
の
阿
倍
陰
陽
道
を
光
源
と
す
る
大
将
軍

信
仰
の
周
圏
論
的
分
布
は
一
応
認
め
う
る
。

文
献
史
料
の
応
用
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
勝

氏
は
瓜
生
の
杜
の
解
明
に
講
帳
の
覚
書
を
活
用

し
わ
が
、
た
か
が
半
世
紀
の
状
況
も
語
り
え
な

い
近
世
史
料
に
よ
っ
て
は
、
決
し
て
素
型
へ
と

遡
及
で
き
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
し
た
が
っ

て
血
縁
か
地
縁
か
と
の
氏
の
テ
ー
ゼ
は
方
法
論

的
に
無
効
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

複
雑
な
習
合
と
基
層
に
あ
る
信
仰
を
、
時
間

的
な
推
移
を
は
か
り
な
が
ら
え
り
わ
け
で
い
く

作
業
は
、
科
学
的
な
方
法
論
を
必
要
と
す
る
が
、

同
時
に
伝
承
の
荒
々
し
い
根
に
た
く
わ
え
ら
れ

た
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
力
を
見
き
わ
め
る
感
性
こ

そ
、
民
俗
の
胸
奥
に
ほ
の
お
の
よ
う
な
命
を
吹

き
こ
む
こ
と
が
で
き
る
。
「
日
本
民
族
の
魂
の

問
題
L
(

谷
川
健
一
可
が
そ
こ
に
大
き
く
横
た
わ

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

註①
佐
々
木
氏
の
こ
れ
ま
で
の
関
係
論
文
は
発
表
順

に
紹
介
す
る
と
、
「
『
ニ
ソ
の
杜
』
祭
紀
の
変
遷
」

(
「
日
本
民
俗
学
」
一
二
二
号
昭
和
五
四
年
三
月
)

⑥⑤④③②  
川 一 八学ジ「帖がつ木関八仰昭「

「ニヨ「号「論ヨ同」「あ日曽す号と和杜
一柳二ニ屋)杜叢コ族昭二る本谷る昭農五神
・田号ソ敷 神」・神和ソ。民のも和耕四信
思国)の神 信第モの五の 俗モの五儀年 f!D
索男 社の 仰二リ試四杜 学ロと五礼八の
社と 』研 の 号・論年と 」キし年の月諸
刊折 祭究 構昭地的五若 ー・て七接買相
)口 市B~ 造和荒考月狭 ー祝は月点社 k

信 の 吉 弘五神察号の ー神」 )k神「
夫 変川 「五を I.民 号・同が「信民
k 遷弘 日年め若名問 昭モ族あ日仰俗
池 とよ文 本十ぐ狭著信 和リ神り本の学
回 「館 民二つに出仰 五を祭、民構論
弥 日刊 俗月てお版弘 二め肥杜俗造叢
三 本) 学~ L け刊「 年ぐの神学 l
郎民 L -，る)歴五つ変信」小創
・ 俗 一民ダ史月て遷仰ー嗣刊
谷学 二俗イ手~ L Iに二信号

付
記

調
査
は
一
九
七
九
年
二
月
以
降
数
次
に
わ
た

り
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
話
者
は
原
則
と
し
て

祭
把
者
か
当
家
の
故
老
に
よ
っ
た
。
写
真
の
撮

影
は
昨
年
の
各
祭
日
の
も
の
。
な
お
誌
面
の
編

集
上
、
草
稿
で
は
章
毎
に
構
成
し
て
あ
っ
た
資

料
ご
覧
表
)
を
、
一
括
別
組
み
と
し
た
こ
と

を
お
こ
と
わ
り
し
て
お
く
。
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