
神

々

に
杞

る

人

形

-

民
俗
事
例
と
文
献
史
料
を
中
心
と
し
て
ー

奥

野

義

雄

は
じ
め

に

か
た
し
ろ

人
形
や
馬
形
な
ど
の
形
代
に

つ
い
て
は
、
近
年
古
代
遺
跡

の
出
土
例
に
よ

っ
て

関
心
事
と
な

っ
て
い
る
。
遺
構

・
遺
跡
に
お
け
る
出
土
状
況
か
ら
の
検
討
に
よ

っ

ひ
と
が
た

う
ま
が
た

て
そ
の
人
形
や
馬
形
の
も

つ
機
能
的
部
分

へ
と
ア
プ
ロ
ー
チ
し

ょ
う
と
す
る
傾
向

に
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
人
形
や
馬
形
な
ど
が
呪
術
的
要
素
を
も

つ
も

の
で
あ
る
こ

と
は
す
で
に
多
く
の
先
学
諸
氏
に
よ

っ
て
提
示
さ
れ
て
い
て
、
呪
術
機
能
を
も

つ

こ
と
は

一
般
的
に
周
知
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
古
代

・
中
世
の
遺
跡
や
遺
構
か
ら
出
土
す
る
人
形
や
馬
形
な
ど
の

所
謂
形
代

の
機
能
を
検
討
す
る
途
に
、
多
く
の
課
題
が
内
在
す
る
こ
と
も
周
知
さ

れ
て
い
る
が
、
基
本
的
に
〈
形
代
が
出
土
し
た
場
所
が
、
か
な
ら
ず
祭
杷
跡

・
遺

構
で
あ

っ
た
の
か
、
否
か
〉
と
い
う
点
も
含
め
て
考
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。

一
方
、
こ
れ
と
同
様
に
民
俗
事
例
の
形

代
に

つ
い
て
も
、
多
く
の
課
題
を
含
ん

で
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
た
と

え
ば
、
現
存
す
る
形
代
を
も

っ
て
、
こ

れ
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
の
か
と

い
う
点
を
除
く
と
、
そ
の
歴
史
的
視
点

で
検
討
を
加
え
る
こ
と
、
ど
の
よ
う
に
し
て
神
々
に
杷
る
形
代
で
あ
る
の
か
あ
る

い
は
あ

っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
古
代

・
中
世
の
遺
跡
か
ら
伴
出
す
る
形

代
と
近
現
代
に
お
い
て
現
存
す
る
形
代
と
そ
の
接
点
を
究
明
す
る
こ
と
な
ど
は
、

民
俗
の
研
究
に
お
い
て
も
目
前
に
横
た
わ
っ
て
い
る
問
題
点
で
あ
ろ
う
。

し
た
が

っ
て
、
こ
こ
で
は
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
民
俗
事
例
に
み

る
形
代

の
使
用
例
に
焦
点
を
絞
り
、
古
代
の
形
代
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る

が
、
と
く
に
こ
こ
で
は
人
形
の
諸
相
を
紹
介
し
な
が
ら
、
民
俗
事
例
に
お
け
る
人

形
の
存
在
形
態

つ
ま
り
、
人
形
の
機
能
す
る
実
態
を
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

さ
ら
に
、
こ
の
民
俗
事
例
の
紹
介
と
併
せ
て
、
史
料
事
例
に
つ
い
て
も
時
期
を

遡
り
な
が
ら
そ
の
変
遷
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

一
、
民
俗
事
例

・
年
中
行
事
に
み
る
人
形

現
今
の
民
俗
事
例
に
み
る
人
形
に
は
、
大
き
く
分
け
て
あ
る

一
定
の
時
期
に
営

ま
れ
る
民
俗
行
事
あ
る
い
は
年
中
行
事

の

一
環
と
し
て
使
用
さ
れ
る
も
の
と
、
定

ま

っ
た
時
期
を
も
た
な

い
が
民
俗
行
事

・
習
俗
と
し
て
使
用
さ
れ
る
も
の
と
が
あ
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る

。

　

　

　

前
者
の
年
中
行
事
に
使
用
さ
れ
る
人
形

の
多
く
は
農
耕
儀
礼
や
便
宣
上
山
林
儀

礼
と
呼
ぶ
べ
き
行
事
に
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
小
正
月

の
行
事
、
山
の
神
祭
、

御
田
植
祭
、
虫
送
り
な
ど
が
そ
れ
で
あ
り
、
ま
た
農
耕
儀
礼
な
ど
と
直
接
か
か
わ

ら
な
い
が

一
定
の
時
期
に
営
ま
れ
る
ひ
な
祭
、
六
月
祓

(
夏
越
祓
)
、
七
夕
、
厄

病
神
杷
り
な
ど
も
年
中
行
事
の
範
疇
に
は

い
り
、
こ
れ
ら
の
行
事
に
も
人
形
が
使

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
後
者
と
し
て
は
、
便
所
神

へ
の
祭
杷
、
船
霊

へ
の
杞
り
、
愚
き
物
落
し
、

建
築
習
俗
な
ど
の
民
俗
行
事
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
行
事
に
も
人
形
が
使
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
神
々
に
杷
る
人
形
の
民
俗
事
例
は
多
岐
に
亘
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え

る
。そ

こ
で
こ
れ
ら
の
民
俗
事
例
を
も
う
少

し
詳
し
く
み
て
い
く
が
、
ま
ず
年
中
行

事
に
み
る
人
形
に
つ
い
て
の
報
文
を
次
に
列
挙
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

④
年
中
行
事
に
み
る
人
形

　
　

　

⑦
ー
①
小
正
月
行
事

(
熊
本
県
)

一
月
十
四
日
の
晩
、
球
磨

の
農
家
で
は
シ
ュ
ン
ナ
メ
ジ

ョ
と
称
し
、
ね
む

の
木

の

一
端
に
人
の
顔
を
描
き
、
紙

の
着
物
を
着
せ
た
人
形
を
、
ザ
シ
キ
に

一
、
二
俵
積
ん
だ
米
俵
に
さ
す
。

シ
ュ
ン
ナ
メ
ジ

ョ
の
数
が
多

い
ほ
ど
、
田

植

の
と
き
加
勢
が
多
い
と
か
、
収
穫
が
多
い
と
か
い
わ
れ
て
い
る
。

　
　

　

⑦
ー
②
正
月
行
事

(
兵
庫
県
)

一
月
五
日
の
春
の
お
頭
の
時
に
、
子
ど
も
を
依
り
代
に
し
た
正
月
さ
ま
が

火
に
乗

っ
て
帰

っ
て
行
く
こ
と
を
意
味
す
る

「
エ
ン
ヨ
サ
ン
ヨ
」
と
唱
え
る

行
事
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
五
、
六
歳
の
子
ど
も
三
人
が
選
ば
れ
、
堂
の
中
の

悪
者
を
象
徴
す
る

エ
ン
ヤ

ッ
ヶ
の
藁
人
形
を
弓
で
射
た
り
、
槍
で
つ
い
た
り

す
る
。

(3

)

⑦
1
③
小
正
月

(道
祖
神
祭
)
行
事

(長
野
県
)

ひ
と
が
た

小
正
月
に
ぬ
る
で

・
胡
桃
な
ど
の
木
で
、
男
女
の
人
形
を
道
祖
神
に
供
え

る
風
が
県
の
北
部
に
あ
る
。
ま
た
、
村
に
道
祖
神
を
祭

っ
て
い
な
い
と
こ
ろ

で
は
、
木
で
作

っ
た
そ
の
人
形
を
、
米
を
入
れ
た

一
升
枡
の
中

へ
立
て
て
神

棚

へ
供
え
て

一
年
中
置
き
、

一
月
十
五
日
に
焼
く
と
こ
ろ
も
あ
る
。

　
　
　

⑦
1
④
小
正
月

(道
祖
神
)
行
事

(山
梨
県
)

径
六
寸

(約

一
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
)
長
さ
二
尺

(
約
六
〇
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
)
く
ら
い
の
カ
ツ
ノ
キ
を
二
本
そ
ろ
え
、
上
半
分
の
皮
を
む
き
目
鼻
を

書
い
た
も

の
で
、
小
正
月
に
門
松
の
杭
に
結
び

つ
け
て
飾

っ
て
い
る
。

(中

略
)
、
カ
ツ
ノ
キ
の
上
部
に
顔
を
描
き
、
下
部
に

「
奉
納
正

一
位
道
祖
大
明

神
」
と
書

い
て
、
自
分
の
名
前
を
記
し
て
各
戸

一
本
ず

つ
道
祖
神
場
に
持

っ

て
行
く
。

へ
ら

　

◎
ー
①
山

の
神
祭
り

(
三
重
県
)

霜
月
七
日
と
か
正
月
七
日
を
祭
日
と
す
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
そ
の
と
き
、

木
の
枝
で
股
木
人
形
を
作
り
依
代
と
す
る
こ
と
も
書
い
て
あ
る
。
江
戸
末
期

の
話
で
あ
る

(未
刊
稿
本

『
九
崎
堂
随
筆
』
、
所
在
は
不
明
)
。
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(
6

)

◎
ひ
な
祭
り

(
静
岡
県
)

都
市
部
で
は
新
暦
三
月
三
日
で
あ
る
が
、
農
村
で
は
月
お
く
れ
で
四
月
三

日
に
杷
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

(中
略
)
明
治
の
こ
ろ
ま
で
は
人
形
は
各
家
で

つ
く
り
、
翌
日
川
や
海

へ
流
す
風
習
も
あ

っ
た
。

や
ぶ
か
ん
ぞ
う

北
駿
で
は
最
近
ま
で
子
ど
も
た

ち
が
ヒ
イ
ナ
グ
サ

(
萱
草
)
で
人
形
を

つ

く

っ
て
遊
ぶ
風
習
が
あ

っ
た
。

(
7

)

(u
l
①
虫
送
り

(岡
山
県
)

虫
送
り

・
ア
マ
コ
オ
ク
リ
な
ど
と
称
し
、
田
植
を
終
わ

っ
て
二
〇
日
ほ
ど

の
ち
土
用
の
こ
ろ
に
行
な
わ
れ
る
。

(中
略
)
害
虫
を
ふ
き
や
桐
の
葉
に
包

ん
だ
も
の
、
あ
る
い
は
虫
喰
い
作
物
を
、
宮
、
寺
、
堂
な
ど
に
も
ち
寄

っ
て
、

さ
ね
も
り

等
身
大
の
藁
人
形
の
実
盛
さ
ん
に
結
び

つ
け
て
、
祈
祷
す
る
。

　
　
　

θ
ー
②
虫
送
り

(広
島
県
)

火
縄
銃
を
ど
ん
ど
ん
う
ち

「
も
ど
り
ん
な
、
も
ど
り
ん
な
」
と
叫
ぶ
。
実

盛
さ
ん
の
わ
ら
人
形
は
、
山
県
郡
大
朝
町
新
庄
で
は
今
で
も
使
わ
れ
て
い
る
。

　
　

　

θ
ー
③
虫
送
り

(岐
阜
県
)

土
用
に
は
い
っ
た
三
日
間
、
村

の

一
か
所
に
集
ま
り
、
色
紙
を
付
け
た
竹

か
ね

と
、
藁
で
つ
く

っ
た
馬
に
乗

っ
た
人
形
と
乗
ら
な
い
人
形
を

つ
く
り
、
鉦
と

大
鼓
を
叩
い
て

「
い
も
ち
の
神
さ
ま
行

っ
て
く
れ
」
と
叫
び
な
が
ら
村
境
ま

で
送
り
、
え
ん
ど
豆
を
妙

っ
て
、

タ

マ
リ

(
味
噌
の
汁
)
を
付
け
た
も

の
を

肴
に
酒
を
の
む
。

(
10
)

㊥
ー
①
六
月
祓

(
夏
越
し
祓
、
輪
く
ぐ
り
)

(岡
山
県
)

ひ
と
が
た

六
月
三
十
日
は
夏
越
の
大
祓
を
行
な
う
。
紙
で
つ
く

っ
た
人
形

(
形
代
)

え

と

に
家
族
の
名
前
と
性
別

・
干
支

(年
)
を
記
入
し
て
お
宮

へ
持
参
し
、
拝
ん

で
も
ら
い
、
茅
の
輪
を
く
ぐ
る
と
疫
病
に
か
か
ら
な
い
と
い
う
。

　
ロ
　

㊥
ー
②
六
月
祓

(
み
そ
ぎ
祭
り
)

(山
梨
県
)

六
月
三
十
日
に
三
輪
神
社
に
薪
を
持
ち
寄

っ
て
火
を
焚
く
。
み
そ
ぎ
祭
り

と
か
ホ
ウ
ト
ウ
マ
ッ
リ
と
い
う
。
各
自
の
体
を
な
で
た
白
紙

(補
註
ー
人
形

に
切

っ
て
あ
る
)
を
藁
人
形
に
は
さ
み
、
順
玉
川
に
流
す
。

(
12

)

㊥
1
③
六
月
祓

(茅
の
輪
神
事
)

(群
馬
県
)

冬

の
筒
粥
に
対
し
て
夏
の
茅
の
輪
生
事
も
各
地
に
あ
る
。
貫
前
神
社
に
近

い
富
岡
市
高
瀬
で
は
、
七
月
二
十
四
日

(昔
は
六
月
三
十
日
)
に
マ
マ
ツ
コ

ナ
ガ
シ
を
す
る
。
午
前
中
に
広
葉
樹
の
シ
デ
で
茅
の
輪
お
よ
び
舟
を

つ
く
る
。

舟

の
中
に
は
わ
ら
人
形
を
立
て
る
。
午
後
村
人
は
三
宝
に
載
せ
た

ス
ゲ
を
も

ら
っ
て
こ
れ
を
身
体
を
さ
す
り
、

マ
マ
ゴ
ト
の
行
列
に
加
わ
る
。

(
13

)

㊥
1
④
六
月
祓

(
輪
く
ぐ
り
)
静
岡
県
)

六
月
三
十
日
に
氏
神
さ
ん
の
境
内
と
か
鳥
居
に
、
人
が
通
り
抜
け
ら
れ
る
ほ

ど
の
茅

の
輪
を
建
て
、
そ
れ
を
く
ぐ

っ
て
身
の
穣
れ
や
災
厄
を
祓
う
行
事
が

県
内
の
各
地
に
あ
る
。

沼
津
市

の
浅
間
神
社
で
は
、
六
月
二
十
日
ご
ろ
形
代
と
称
し
て
半
紙
を
切

り
抜
い
た
人
形
を
氏
子
に
配
る
。
氏
子
の
各
家
で
は
六
月
三
十
日
ま
で
に
垢

け
が

離
取
り
と
称
し
て
、
そ
の
人
形
で
各
自
が
か
ら
だ
を
な
で
、
心
身
の
穣
れ
や

災
厄
を
払
う
。
そ
う
し
て
三
十
日
の
夜
、
神
社
の
境
内
に
建
て
た
茅
の
輪
を
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か

の

が
わ

く
ぐ
る
と
き
に
、
人
形
を
輪
に
刺
し
込
む
。
こ
の
輪
は
翌
日
狩
野
川
に
流
し

た
が
、
近
年
は
境
内
で
焼
却
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
ね

　

㊥
1
⑤
六
月
祓

(大
祓
え

・
長
野
県
)

ひ
と
が
た

数
年
来
六
日
の
末
日
に
は
産
土
様
の

「
人
形
」
を
配

っ
て
来
る
。
家
内
の

者
の
身
体
を
あ

い
め
い
に
撫
で

(
松
)
、
あ
る
い
は
家
内
の
者
の
名
前
と
年

齢
を
そ
え
て

(美
)
こ
れ
に
お
寳
銭
を

つ
け
て
お
詣
り
に
行
き
人
形
を
納
め

る
。

(15
)

(u
l
①
七
夕

(長
野
県
)

紙
で
人
形
を
刻
ん
で
糸
に
吊
る
し
短
冊
と
土
ハに
飾
る
(中
略
)
。
藁
の
小
さ

な
人
形
に
す
る
こ
と
も
あ
っ
た

(中
略
)
。
男
女
を
こ
し
ら
え
る
こ
と
に
な

っ

て
い
る
。
青
赤
な
ど
は
女
黄
は
男
と
し
色
紙
で
作
る

(
陸
)

　
あ

　

㊦
T

②
七
夕

(青
森
県
)ま

ち

今
日
、
た
な
ば
た
祭
あ
り
、
竹
骨
の
大
な
る
武
者
人
形
を
造
り
、
十
年
前

ま
で
は
大
人
た
ち
こ
れ
を
曳
き
て
町
を
ね
り
往
き
た
り
。

(中
略
)
、
後
に

は
こ
の
人
形
を
川
に
流
せ
り
、
い
わ
ゆ
る
ね
ぶ
た
流
し
な
り
、
こ
の
際
よ
く

死
傷
者
あ
り
け
り

(五
所
)
。

　
り

　

(∪
ー
③
七
夕

(
宮
崎
県
)

今
年
竹
の
葉
を
三
、
四
分
位
残
し
て
み
な
切
り
取
り
、タ
ナ
バ
タ
紙
を
短
冊

形
に
切

っ
て
括
り

つ
け
、
男
の
子
は
鋤
、
万
鍬
な
ど
の
農
具
の
雛
形
を
作

っ

て
さ
げ
、
女

の
子
は
着
物
、
人
形
を
紙
で
作

っ
て
さ
げ
、
短
冊
を
幾

つ
も

つ

ぎ
合
わ
し
た
も

の
に
は
和
歌
な
ど
書
く
。
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茅の輪くぐりの祓いの紙人形
(三重県江島若宮八幡神社)

(
18

)

 ㊦
八
朔
節
供

(長
崎
県
)

タ
ノ
モ
ノ
セ
ッ
ク
と
も

い
っ
て
、
勝
本

・
郷
ノ
浦
で
は
ヒ
メ
ジ

ョ
サ
マ
と

い
う
男
女

の
紙
雛
を
作

っ
て
贈
る
。

こ
の
よ
う
に
⑦
か
㊦
ま
で
の
民
俗
事
例

の
内
、
年
中
行
事
に
お
け
る
神
々
に
杞
る

人
形
は
、
小
正
月
行
事
か
ら
大
晦
日
の
大

祓
い
に
至
る
ま
で
存
在
し
、
と
り
わ

け
今
日
の
民
俗
調
査
の
報
文
を
み
る
か
ぎ
り
、
虫
送
り
や
六
月
祓
の
現
存
例
が

多
く
、
続

い
て
小
正
月
行
事
や
雛
祭
り

や
七
夕
な
ど
の
現
存
例
が
み
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
の
民
俗
事
例
は
第

一
表
に
ま
と
め

て
み
た
が
、
時
期
的
に
も
夏
に
集
中
し
、

続

い
て
冬
か
ら
春
に
か
け
て
の
時
期
に
現
存
の
民
俗
事
例
が
集
ま

っ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
民
俗
事
例
に
み
る
人
形

の
材
質
を
み
る
と
藁
製

(
S
)
が

最
も
多
く
、
続
い
て
紙
製

(
P
)
が
多
く
、
木
製

(
W
)
が
少
な
い
こ
と
が
窺
え

る
。
と
く
に
藁
製
は
虫
送
り
に
、
紙
製
は
人
形
送
り
や
六
月
祓
い
や
七
夕
に
存
在

し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

こ
の
こ
と
は
、
年
中
行
事
に
お
け
る
人
形
の
存
在
が
多
種
多
様
な
様
相
を
呈
し

て
い
る
こ
と
を
明
示
す
る
だ
け
で
な
く
、
最
も
興
味
を
曳
く
事
例
と
し
て
は
、
紙

製
の
人
形
を
神
に
杷
る
夏
の
行
事
の
多
く
が
除
厄
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
す
で
に
触
れ
た
◎
の
事
例
や
㊥
の
事
例
や
㊦
の
事
例
に
み
る
人

形
は
す
べ
て
除
厄

・
除
悪
に
結
び

つ
く
も

の
で
あ
る
。
ま
た
、
民
俗
事
例
の
報
文

は
挙
げ
な
か

っ
た
が
、
静
岡
県
の
大
祓
い
に
も
、

「年
越
し
に
先
だ

っ
て

(中

略
)
、
氏
神
か
ら
う
け
た
人
形
の
形
代
で
裸
に
な
っ
て
全
身
を
拭
く
ま
ね
を
す
る
」

と
い
う
事
例
が
あ
る
。

し
か
し
、
除
厄
の
た
め
の
人
形
に
も
、
静
岡
県
の

「
厄
病
神
送
り
」
に
藁
人
形

(
19
)

(
ワ
ラ
ボ
ウ
ズ
)
が
杷
ら
れ
る
事
例
や
、
千
葉
県
の

「
人
形
送
り
」
に
も
藁
人
形

(
20
)

が
村
境
に
立
て
ら
れ
て
川
に
流
さ
れ
る
事
例
が
あ
り
、
紙
人
形
が
と
く
に
除
厄

.

除
悪
と
深
い
か
か
わ
り
を
も

つ
が
、
除
厄

・
除
悪
と
紙
人
形
が
イ
コ
ー
ル
で
は
な

い
こ
と
が
わ
か
る
と
と
も
に
、
除
厄

・
除
悪
と
藁
人
形
と
か
か
わ
り
を
も

つ
こ
と

も
窺
え
る
。

一
方
、
こ
の
年
中
行
事
に
お
け
る
小
正
月
行
事
、
野
神
祭
、
山
の
神
祭
、
御
田

植
祭
、
そ
し
て
八
朔
な
ど
が
直
接
自
己
の
除
厄

・
除
悪
と
関
係
せ
ず
、
ま
た
虫
送

り
も
直
接
除
厄
・
除
悪
と
結
び
つ
か
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
直
接
除
厄

・

除
悪
と
関
連
し
な
い
行
事

の
多
く
が
藁
人
形
で
あ
り
、
小
枝
の
丸
木
の
人
形
で
あ
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民俗行事にみる人形

崩

年 中 行 事
小正月
行事④ 野神祭 山の神

祭 ◎
御田
植祭

ひな
祭◎

忠送
りθ

人形
送り

六月抜
い ㊥ 七夕㊦ 厄病神

杷 り 八朔㊦ 大抜い

冬
～
春

OPW
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▲W ▲W

▲W
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春

口S
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夏

・S

・S

(IS

S

XS
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×S■P
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秋

冬
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備
考

〇九州 ●中国 △四国 ▲近畿 口 中部 ■北陸x関 東X東 北P紙 製w木 製Sワ ラ製
(P-10,W-4,S-14,D-1)
※この表は、r日本の民俗」(各府県)お よびr日 本民俗誌」(各地方)な どの報文を もとに作成したものである。

る
こ
と
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が

っ
て
、
こ
こ
で
は
直
接
自
己
の
除
厄

・
除
悪
と
結
び

つ
く
行
事
と
、
そ

う
で
な
い
行
事
に
大
雑
把
に
分
け
る
こ
と
に
と
ど
め
、
こ
の
こ
と
は
後
章
で
検
討

す
る
こ
と
に
す
る
が
、
そ
の
前
に
年
中
行
事
と
か
か
わ
り
な
く
神
に
杷
る
人
形
の

い
く
つ
か
を
次
に
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

註

(
1
)
牛
島
盛
光

『
日
本

の
民
俗

・
熊
本
』
所
収

(
2
)
和

田
邦
平

『
日
本

の
民
俗

・
兵
庫
』
所
収

(
3
)
向
山
雅
量

『
日
本

の
民
俗

・
長
野
』
所
収

(
4
)
土
橋
里
木

・
大
森
義
憲

『
日
本

の
民
俗

・
山
梨
』
所
収

(
5
)
堀

田
吉
雄

『
日
本

の
民
俗

・
三
重
』
所
収

(
6
)
竹
折
直
吉

『
日
本

の
民
俗

・
静
岡
』
所
収

(
7
)
土
井
卓
治

・
佐
藤
米
司

『
日
本

の
民
俗

・
岡
山
』
所
収

(
8
)
藤
井
昭

『
日
本

の
民
俗

・
岐
阜
』
所
収

(
9
)
長
倉

三
郎

『
日
本

の
民
俗

・
岐
阜
』
所
収

(
10
)
土
井
卓
治

・
佐
藤
米
司
、
前
掲
書

(
11
)
土
橋

里
木

・
大
森
義
憲

、
前
掲
書

(
12
)
都
丸
十
九

一

『
日
本

の
民
俗

・
群
馬
』
所
収

(
13
)
竹
折
直
吉

、
前
掲
書

(
14
)
～

(
15
)
信
濃
教
育
会
北
安
曇
部
会
編

「
北
安
曇
郡
郷
土
誌
稿
」

(
『
日
本
民
俗
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誌
大
系

・
中
部

H
、
第
六
巻

』
所
収

)

(
16
)
内
田
邦
彦

「
津
軽

口
碑
集

」

(
『
日
本
民
俗
誌
大
系

・
東

北
、
第
九
巻
』
所
収
)

(
17
)
楢
木
範
行

「
日
向
馬
関
田
の
伝
承
」
(
日
本
民
俗
誌
大
系

・
九
州

、
第
二
巻
』
所
収
)

(
18
)
山

口
麻
太
郎

『
日
本

の
民
俗

・
長
野
』
所
収

(
19
)
竹
折
直
吉

、
前
掲
書

(
20
)
高
橋
佐
久

・
平
野
馨

『
日
本

の
民
俗

・
千
葉
』
所
収

二
、
民
俗
事
例
に
み
る
除
厄

・
除
悪

・
除
疫
と
葬
送

の
人
形

こ
こ
で
は
民
俗
事
例

の
内
、
不
浄

・
疫
厄

・
邪
悪
な
ど
を
除
く
た
め
に
人
形
が

機
能
す
る
も
の
を
窺

っ
て
い
く
こ
と
に
す
る
が
、
こ
の
民
俗
事
例
も
多
岐
に
亘

っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
さ
き
に
み
た
ご
と
く

一
定
の
時
期
に
執
行
さ

れ
る
年
中
行
事

の
中
で
み
ら
れ
る
人
形
と
は
機
能
的
に
も
異
な
る
と
と
も
に
、
時

期
も
定
ま

っ
て
い
な
い
。

と
も
か
く
、
次
に
民
俗
事
例
の
内
、
除
悪

・
除
厄
な
ど
に
か
か
わ
る
人
形
に
つ

い
て
列
挙
し
て
い
く
こ
と
に
し
ょ
う
。

口
除
悪

・
除
厄

・
除
疫
に
み
る
人
形

(
1
)

④
建
築
習
俗

(
宮
城
県
)

建
築
に
と
も
な
う
諸
儀
礼
で
も
、
大
工
棟
梁
が
主
役
を

つ
と
め
た
。
地
鎮

祭

・
タ
テ

マ
エ

(
上
棟
式
)
と

い
う

の
が
通
例

で
、
完
成
後
は
ヤ
ウ
ツ
リ

(家
移
り
)
と
な
る
。

(中
略
)
。
タ
テ
マ
ェ
に
は
ク
ジ
モ
チ
を
投
げ
る
が
、

こ
れ
は
屋
根
葺
き
祝
い
と
の
習
合
ら
し
い
、
フ
キ
ゴ
モ
リ

(
屋
根
替
え
)
に

は
、
投
げ
餅
が
主
と
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
本
吉
郡
唐
桑
な
ど
浜
方
で
ゴ

シ
ン
レ
イ
と
い
わ
れ
る
行
事
は
、
特
に
注
目
さ
れ
る
も

の
で
、
女
の
人
形
ま

た
は
髪
の
毛

・
櫛

・
こ
う
が
い

・
か
ん
ざ
し

・
化
粧
品

・
扇
な
ど
を
納
め
た

小
箱
を
、'
棟
の
コ
シ
ン
に
斎
い
こ
め
る
の
で
あ
る
。

(
2

)

⑧

カ

ン
ジ

ョ
ガ

ミ

(
宮

城

県

)

便

所

に
男

女

一
対

の
紙

人

形

・
土

人

形

な

ど

を

杷

る

こ
と

が

ひ

ろ

く
行

な

わ
れ

て

い
る

。

オ

ヒ
ナ

サ

マ

・
オ

フ
ン
ド

サ

マ

・
カ

ン
ジ

ョ
ガ

ミ

な

ど
と

い

っ

つ
つ
み

て
い
る
。
そ
の
た
め
の
堤
人
形
が
古
く
か
ら
造
ら
れ
て
も

い
た
。
特
に
不
浄

の
場
を
守
る
神
の
あ
る
こ
と
を
信
じ
た
の
で
あ
り
、
育
児
習
俗
に
も
か
か
わ

り
が
あ

っ
た
。

(
3
)

◎
船
霊
杷
り

(千
葉
県
)

海
に
依
存
す
る
こ
と
の
多
い
千
葉
県
で
は

船
霊
さ
ま
は
生
業

の
神

で
あ

り
、
船
の
守
譲
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
船
霊
さ
ま
を
館
山
市
方

面
で
は
オ
フ
ナ
サ
マ
、
市
原
市
な
ど
で
は
フ
ナ
ガ
ミ
サ
マ
な
ど
と
呼
ん
で
い

る
。

(中
略
)
、
奉
杞
す
る
場
所
は
陸
上
で
な
く
、
船
上
で
あ
る
こ
と
は
も

ち
ろ
ん
だ
が
、
ほ
と
ん
ど
が
、
船
の
中
心
の
朋
の
間
の
、
帆
柱
を
立
て
る
筒

の
近
く
を
切
り
こ
み
、
御
神
体
と
し
て
、
三
夫
婦
の
髪

の
毛

・
麻

・
塩
、
そ

れ
と
あ
ず
き

・
大
豆

・
米

一
二
粒
や
銭

一
二
文

・
さ
い
こ
ろ
二
個

・
男
女

一

対
の
紙
人
形
な
ど
を
納
め
る
。

の
ろ

(
4

)

⑪
呪
い
釘

(
三
重
県
)
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甲
賀

の
珂
夫
賀
神
社
の
境
内
の
樹
木
に
は
、
時
に
杷
り
の

「
人
形
」

〔
ひ

と
が
た
〕
を
見
る
こ
と
が
あ
る
。

(
中
略
)
、
あ
る
も

の
は
紙
を
粗
雑
に
顔
、

胴
、
両
手
、
両
足
を
明
か
に
し
た
ほ
ど
に
切
る
。
大
き
さ
は
四
寸
乃
至
五
寸
。

こ
れ
を
人
に
気
付
か
れ
な
い
よ
う
に
樹
木
に
貼
り

つ
け
、
そ
の
頭
部
、
咽
喉

部
、
胸
部
の
三
ケ
所
に
鉄
釘
を
打
ち

つ
け
る
。

(
5
)

⑪
丑
の
刻
参
り
と

「隠
急
如
律
令
」
の
人
形

(
奈
良
県
)讐

撫、攣酵
田

・

難

画

高

キ

キ

　

ロ

、

難

郁
餐

樹

繋

馨
ざ
契
無
撫

大
和
高
田
市
永
和
町
の
八
幡
宮

(小
祠
)

の
境
内
に
あ

っ
た
古
木
に
丑
ノ

刻
参
り
の
藁
人
形
と
木
に
打

っ
た
釘

の
痕
跡
が
あ

っ
た
が
、
今
か
ら
五
〇
～

六
〇
年
以
前
に
そ
の
古
樹
木
は
な
く
な

っ
た
。
こ
の

「
八
幡
サ
ン
」
の
神
前

に

「
隠
急
如
律
令
」
と
書
か
れ
た
人
形
が
置
か
れ
て
あ

っ
た
。
こ
の
人
形
が

ど

の
よ

う

な
祈

願

の
も

の
か

は

地

元

で

は

わ

か

ら

な

い
と

い
う

こ

と

で

あ

る

。

　　
　

⑪
四
十
九
日
の
人
形
の
カ
サ
餅

(奈
良
県
)

大
和
郡
山
市
矢
田
地
域
で
は
、
人
が
死
ん
で
四
十
九
日
の
満
中
陰
の
日
に

カ
サ
の
餅
と
呼
ば
れ
る
人
形
を
し
た
餅
を

つ
く
る
。
餅
を

一
ウ
ス
つ
い
て
、

小
餅
と
人
の
形
を
し
た
餅
を

つ
く
る
。
平
盆
に
小
餅
を
入
れ
て
、
こ
の
上
に

薄
く
伸
ば
し
て
頭
部
と
手
足
の
様
な
突
起
を

つ
く

っ
た
人
形
餅
を
置
く
。
新

仏
に
供
え
終

っ
た
後
、
足
の
悪
い
人
は
人
形
餅
の
足
の
部
分
を
、
手
の
悪
い

人
は
こ
の
餅
の
手
の
部
分
を
も
ら

っ
て
帰
え
り
、
食
べ
る
と
な
お
る
と

い
わ

れ
て
い
る
。

　　

　

⑥
葬
送
の
人
形
と
餅

(宮
崎
県
)

さ

ま

一
年
に
二
人
死
人
を
出
す
時
は
藁
人
形
を
作
り
出
棺
の
時
、
家
の
狭
間
か

ら
出
し
棺
に
乗
せ
い
っ
し
ょ
に
埋
葬
す
る
。

(
中
略
)
。
又
餅
も
四
十
九
個

作

っ
て
上
げ
る
が
、
う
ち
二
個
は
手
型
、
足
型
と
謂

っ
て
手
足
の
型
を
作
り

他
の
餅
の
上
に
並
べ
る
。
又
こ
の
餅
を
盗
ん
で
食
え
ば
流
行
病
に
罹
ら
な

い

な
ど
と
い
う
人
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
④
か
ら
⑥
ま
で
の
民
俗
事
例
を
み
る
と
建
築
儀
礼
④
に
お
け
る
紙

人
形
、
不
浄
の
場
の
守
り
神
⑧
と
し
て
の
紙

・
土
人
形
、
船
守
り
◎
の
紙
人
形
、

の
ろ呪

い
⑪
⑧

の
の
藁
人
形
、
そ
し
て
仏
教
と
か
か
わ
る
死
者
に
捧
げ
る
葬
送
⑪
⑥
と

し
て
の
餅
人
形

(餅
人
形
状
の
手
足
)
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
ま
た
、

⑧
の
事
例
で
挙
げ
た

憂

隠
急
如
律
令
」
と
書
か
れ
た
紙
人
形
は
機
能

・
目
的
な
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じ
ゆ

ど
不
明
で
あ
る
が
、
興
味
深
い
人
形
で
あ
る
。
こ
の
人
形
に
記
載
さ
れ
て
い
る
呪

も
ん文

に
近
似
す
る
も
の
が
、

「和
合
敬
愛
の
神
符
」
に

も

し

し

し

も

も

し

含
　鬼
隠
急
如
律
令

と
あ
り
、
こ
の
呪
文

の
解
説
と
し
て
、

ζ

ふ

は
だ

こ
う
さ
い
ゑ
ん
ま
ん

ま
た

か

な
い
わ

こ
う

此
の
符
を
肌
に
着
け
居
れ
ば
、
交
際
圓
満
、
又
家
内
和
合
す

(
8

)

と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、

「
交
際

の
円
満
を
得
る
御
筋
」
と
し
て
同
様
な
呪
文
が
記
載
さ
れ
て
い

る
が
、
若
干
の
差
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

も

し

ら

へ

り

も

食

鬼
隠
急
如
律
令

と
あ
り
、

「
鬼
」
の
上
の
絵
の
○
状
に
三
日
月
型
の
も

の
が
な
い
こ
と
を
知
る
が
、

そ
の
解
説
に
は
さ
き
の

「
神
符
」
と
内
容
が
同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

　

　

此
の
神
符
を
白
紙
に
書
い
て
平
常
肌
に

つ
け
て
お
く
時
は
決
し
て
人
と
争
論
な

ど
な
さ
ず
交
際
は
円
満
に
な
る
御
符

　
　

　

と
記
述
さ
れ
て
い
る

(傍
点
ー
奥
野
)

こ
の

「
神
符
」

「御
符
」
に
み
る
解
説
と
呪
符
を
み
る
か
ぎ
り
、
⑧
事
例
の
人

形
の
機
能
を
示
唆
す
る
も

の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、

一
方
は

「
白

紙
」
に
、
他
方
は

「人
形
」
に
記
載
さ
れ
る
呪
文
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

し

か

し

、

盃

」
と

昼

」

(
ま

た

は

「食

」
)
、

「
鬼
」

の
有

無

に

よ

る

「
隠

急
如
律
令
」
と
の
か
か
わ
り
を
考
え
る
と
、
解
説
に
み
る
よ
う
な
内
容
と
同
じ
機

能
や
目
的
な
ど
を
内
存
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
想
定
し
得
る
。

こ
の
こ
と
は
と
も
か
く
、
④
の
事
例
が
建
築
習
俗
と
考
え
ら
れ
る
民
俗
で
あ
る

と
と
も
に
陰
陽
道
に
み
る
鎮
宅
を
示
し
、
⑧
の
事
例
が
不
浄
の
地

・
場
所
を
清
浄

の
ろ

化
す
る
た
め
の
守
護
を
表
わ
し
、
⑪
⑥
の
事
例
が
人
を
呪
う
べ
き
民
俗
を
示
す
と

と
も
に
陰
陽
道
の
要
素
を
も

つ
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
し
て
◎
の
事
例
が
海
の

神
の
守
護
を
願
う
も
の
で
あ
る
こ
と
も
理
解
で
き
る
。

一
方
、
⑪
⑥

の
事
例
が
仏
教
的
色
彩
を
帯
び
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い

が
、
こ
の
二
つ
の
事
例
に
み
る
人
形
が
葬
送
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
に

特
色
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
事
例
に
お
け

る
餅
人
形
あ
る
い
は
人
形
状
の
も
の
が
、
い
ず
れ
も
こ
れ
ら
を
食
べ
る
こ
と
に
よ

っ

て
除
疫
が
か
な
え
ら
れ
る
と
い
う
実
態
か
ら
、

「除
悪
」

「
除
厄
」
な
ど
を
願

っ

て
、
人
形
を

杞
る
民
俗
事
例
に
は
、

す
で
に
触
れ
た
と
お
り
、

陰
陽
道
の
要
素

が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
。

こ
の
よ
う
に
年
中
行
事
に
み
る
人
形
に
も
陰
陽
道
と
深
く
か
か
わ
る
も
の
も
存

在
す
る
が
、
と
く
に

一
定
時
期
に
営
ま
れ
る
年
中
行
事
と
は
異
な
り
、
自
己
に
対

す
る
除
厄

・
除
悪

・
除
疫
な
ど
を
主
た
る
目
的
と
す
る
不
定
期
な
民
俗
事
例
に
み

る
人
形
に
は
、
呪
術
的
あ
る
い
は
陰
陽
道
の
要
素
を
内
在
さ
せ
て
い
る
も

の
が
少

な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
こ
こ
で
み
た
民
俗
事
例
が
呪
術
的
要
素
を
も
つ
も

の
と
併
せ
て
、
神
々

に
杷
る
人
形
の
存
在
を
歴
史
的
視
点
で
検
討
す
る
と
、
ど
の
よ
う
に
現
わ
れ
る
の

か
を
次
に
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
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註

(
1
)
竹
内
利
美

『
日
本

民
俗

・
宮
城
』
所
収

(
2
)
竹
内
利
美

、
前
掲
書

(
3
)
高
橋
佐
久

、
平

野
馨

『
日
本
民
俗

・
千
葉
』
所
収

(
4
)
和
歌
森
太
郎

『
志
摩

の
民
俗
』
上
巻
、
所
収

(
5
)
前
者

の
丑
の
刻
参

り
に

つ
い
て
は
話
者

(
堀
久
松
氏

)
の
二
〇
代

の
頃

の
こ
と

で

あ
り
、
後
者

の
紙

人
形
に

つ
い
て
は
五
～
六
年
前

の
事
象

で
あ

る
こ
と
を
直
接
話
者

か
ら
聞
き
取

る
。

(
6
)
人
形
餅

に

つ
い
て
は
話
者

(
池
上
美
代
子
氏
)
よ
り
直
接
聞
き
取

っ
た
民
俗
事
例

で
あ
り

、
現
在
も

こ
の
習
俗
は
伝
承
さ
れ

て
い
る
と

い
わ
れ

て
い
る
。

(
7
)

「
日
向
馬
関

田
の
伝

承
」

(
『
日
本
民
俗
誌
大
系
』
第

一
〇
巻
、
未
刊
資
料

1
、

所
収

(
8
)
小
野
清
秀

『
加
持
祈

祷
秘
密
大
全
』
所
収

(
9
)
棟
田
彰
城

『聡

ま
じ
な
い
秘
法
大
全
集
』
所
収

三
、
史
料
に
み
る
人
形

民
俗
事
例
に
み
る
人
形
を
み
て
き
た
が
、
す
で
に
触
れ
た
と
お
り
、
年
中
行
事

と
か
か
わ

っ
て
き
た
人
形
と
、
年
中
行
事
と
い
う

一
定
の
時
期
に
行
な
わ
れ
る
行

事
と
異
な
る
民
俗
行
事
と
関
連
す
る
人
形
と
の
間
で
、
共
通
す
る
機
能
を
も

つ
も

の
が
あ
る
こ
と
に
き
つ
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
両
者
の
民
俗
行
事
に
除
厄
や
除

悪
、
そ
し
て
除
疫
と
い
っ
た
内
容
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
渦

い
を
除
く
た
あ
に

「
人
形
」
を
も

っ
て
神
々
に
杷
る
民
俗
事
例
と
し
て
現
存
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

神
々
に
杷
る

「
人
形
」
の
民
俗
事
例
を
数
多
く
挙
げ
た
中
に
は
、
自
ら
に
渦
い

す
る
諸
悪
を
除
却
す
る
民
俗
の
少
な
く
な

い
こ
と
を
み
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の

「諸
悪
除
却
」
の
習
俗
が
い
つ
頃
か
ら
、

「人
形
」
を
も

っ
て
神
々
に
杷
る
よ
う

に
な

っ
た
の
か
は
さ
だ
か
で
な
い
。

た
と
え
ば
、
雛
祭
り
に
お
け
る
人
形
の
存
在
は
、
民
俗
調
査
の
報
文
で
次
の
よ

う
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
伝
承
が
正
確
で
あ
る
か
は
紀
記
を
繕
け
ば
明
ら

か
で
あ
る
。
し
か
し
、
報
文
に
は
、
雛
祭
り
と
人
形
と
の
か
か
わ
り
を
、

三
月
上
の
巳
日
に
顕
宗
天
皇
の
二
年
災
厄
を
祓
除
し
、
宴
を
な
せ
し
が
の
ち
三

日
を
節
句
と
定
め
て
、
雛
人
形
を
祭
り
し
よ
り
雛
節
句
と
称
。

(中
略
)
。

又
男
女

の
紙
雛
あ
る
い
は
上
已
の
祓
え
の
人
形
の
風
を
存
せ
り
。
古
雛
を
川
に

流
す
な
ど
も
御
襖
の
遺
風
な
り
。

(中
略
)
。
こ
れ
ら
を
上
巳
の
節
句
と
定
め

し
は
、
祓
え
の
紙
人
形
と
雛
遊
び
と
混
ぜ
し
な
る
べ
し
。

と
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
伝
承
を

『
日
本
書
紀
』
の
顕
宗
天
皇
の
項
と

対
比
さ
せ
て
も
、
雛
祭
り
と
人
形
と
の
か
か
わ
り
は
提
示
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
顕
宗
天
皇
二
年
の
条
々
を
み
る
と
、

三
月
上
巳
。
幸
後
苑
曲
水
宴
。
是
時
喜
集
公
卿
大
夫
。
臣
連
。
國
造
。
伴
造
為

宴
。

(
1

)

と
記
載
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
雛
祭
や
人
形
の
用
字
す
ら
表
わ
れ
て
い
な
い
の
で
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あ
る
。

で
は
、
雛
祭
り
と
人
形
と
の
関
連
を
示
す
資
料
や
史
料
は
、
い
つ
頃
表
わ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
時
期
が
下
る
が
、

『
源
氏
物
語
』
の

「
須
磨
」
の
項
に
み
え
る

や

よ
い

つ
い
た
ち

い

き

み

三
月

の
朔
日
に
出
で
來
た
る
巳
の
日
、

け

ふ

み
そ
ぎ

「
今

日

は

、

か

く

思

す

こ
と

あ

る
人

は

、
御

襖

し

給

ふ

べ
き

」

う
み
づ
ら

と
、
な
ま
さ
か
し
き
人
の
聞
ゆ
れ
ば
、
海
面
も
ゆ
か
し
う
て
い
で
給
ふ
。
い
と

ぜ
む
じ
よ
う

ひ

く
に

か
よ

お
ん
や
う

お
ろ
そ
か
に
、
軟
障
ば
か
り
を
引
き

め
ぐ
ら
し
て
、
こ
の
國
に
通
ひ
け
る
陰
陽

じ

が
た

師

め

し

て
、

は

ら

へ
せ

さ

せ

給

ふ

。

舟

に

、

こ

と

ご

と

し

き

人

形

の

せ

て

、

流

す

を

見

給

ふ

に

も

、

よ

そ

へ
ら
れ

て

、

お
お
う
み

な
が

し
ら
ざ
り
し
大
海
の
は
ら
に
流
れ
て
き
て

ひ
と
が
た
に
や
は
物
は
悲
し
き

は
れ

い

み

と
て
、
ゐ
給
へ
る
御
さ
ま
、
さ
る
、
晴
に
出
で
＼
、
見
ふ
よ
し
な
く
見
え
給
ふ
。

と
い
う
三
月
己
日

(上
巳
)
す
な
わ
ち
後

の
三
月
三
日
日
の
雛
祭
り
に
人
形
を
海

に
流
す
様
子
か
ら
、
す
で
に
平
安
時
代

か
ら

「御
襖
」
と
し
て
、

「
人
形
」
が
用

(
2
)

い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
な
人
形
を
流
す
雛
祭
り
の
習
俗
は
、

『
大
鏡
』
に
も

「
三
月
己
日

の
は
ら

へ
に
、
や
が
て
道
遥
し
給
と

て
、
師
ど
の
、
河
原
に
、
さ
る
べ
き
人
々

あ
ま
た
ぐ
し
て
、
い
で
さ
せ
給

へ
り
」

云
々
と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺

え
る
。

す
で
に
周
知
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、

こ
の
雛
祭
り

の
祓

い
は
、
呪
術
的
要
素
を

も

っ
た
除
厄

・
除
悪

・
除
疫
を
目
的
と
し
た
も

の
で
あ

っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る

が
、
今
日
の
民
俗
行
事
と
し
て
現
存
す
る
夏
越
し
祓
い
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
現

存
例
で
は
人
形
が
介
在
し
て
い
る
が
、
古
く
古
代

・
中
世
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う

で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
事
例
の
歴
史
的
側
面
を
少
し
み
る
こ
と
に
し

ょ

う
。た

だ
、
こ
の
六
月
祓

い
や
十
二
月
大
祓
い
に
つ
い
て
は
、
古
代

・
中
世

の
史
料

に
数
多
く
表
わ
れ
、
そ
れ
ら
を

一
つ

一
つ
挙
げ
る
こ
と
を
さ
け
る
が
、
こ
の
六
月

祓
い
と
人
形
と
の
か
か
わ
り
は
結
論
的
に
い
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
な
い
と
い
え
る
。

い
い
か
え
る
な
ら
ば
、
次
の
史
料
事
例
か
ら
も
、
古
代

・
中
世
そ
し
て
近
世
に
お

な

ご
し

け
る
六
月
祓
い

(今
日
の
民
俗
で
は
、
茅
輪
く
ぐ
り
と
か
、
夏
越
の
祓
い
と
か
呼

ば
れ
て
い
る
)
に
、
は
た
し
て
人
形
が

「神
々
に
杷
る
」

べ
き
主
体
で
あ

っ
た
の

か
疑
問
視
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
古
代

・
中
世
の
史
料

・

文
献
を
み
る
と
、

①

『
枕
草
子
』
、
成
立
年
代
不
詳

(
一
〇
世
紀
末
～

=

世
紀
初
頭
に
成
立
と

　
ヨ

　

考
え
ら
れ
て
い
る
)

3

のつ

之
せ
も
の
の
所
得
る
を
り
、
正
月
の
お
ほ
ね
。
行
幸
の
を
り
の
ひ
め
ま
う

　

　

　

そ

く

み

か

と

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

よ

お

り

く

ろ

ち
君
。
御
即
位
の
御
門

つ
か
。
六
月

・
十
二
月
の
つ
ご
も
り
の
節
折
の
蔵
人
。

き

ゐ

き

し

あ
か

げ

さ

き

そ
う

季
の
御
讃
経
の
威
儀
師
。
赤
袈
裟
着
て
僧
の
名
ど
も
よ
ぴ
あ
げ
た
る
。
い
と

こ

と
の

ぶ
く

　

　

　

　

　

　

　

む

む

き

ら
き

ら
し

。

(中

略

)

。
故
殿

の
御

服

の

こ
ろ
、

六

月

の

つ
ご

も

り

の

日
、

　
　
　
　
　

お
お
は
ら

へ

し
き

ぞ
う

し

か
た

大
祓
と
い
ふ
こ
と
に
て
、
宮
の
出
で
さ
せ
給
ふ
べ
き
を
、
職
の
御
曹
司
を
方

つ
か
さ

あ
い

た

あ

し

と

て
、

宮

の
司

の
朝

所

に

わ
た

ら

せ
給

へ
り

。

:.



　
　

　

②

『
中
右
記
」
、
大
治
二

(
=

二
七
)
年
十
月
十

一
日
の
条

　

む

む

　

　

　

　

む

　

む

む

去
六
月
晦
恒
例
御
祓
相
催
之
庭
、
濫
行
出
來
せ
、
度
々
下
使
磨
被
勘
問
、

　
　

　

③

『
玉
葉
』

・
治
承
三

(
=

七
九
)
年
六
月
廿
九
日
の
条

　

　

　

　

今
日
、
六
月
祓
如
恒

陪
膳
季
長
朝
臣
骸

〔役
信
光
〕同

陰
陽
師
漏
刻
博
士

　

む

　

む

　

　

安
陪
経
明
、
御
贈
物
二
前
、
輪
二
具
進
之
、
女
房
、
余
於

一
所
有
此
事
、
祓

む

　

む

只

一
度

也

、

　
　

　

④

『勘
仲
記
』
、
弘
安
十

(
一
二
八
七
)
年
六
月
計
日
の
条

む

む

む

入
夜
参
室
町
随

六
月
祓
秦
π

陪
膳
中
將
實
香
朝
頁

酵
戴

舖
之
役
送

予
、
藏
人
行
雅
奉
行
、

　
　

　

⑤

『
康
富
記
』
、
文
安
六

(
一
四
四
九
)
年
六
月
廿
八
日
の
条

　

　

　

　

む

　

　

む

む

　

む

む

　

　

　

　

私
亭
六
月
祓
如
恒
、
伏
見
殿
之
御
輪
被
申
出
田
向
中
納
言
殿
、
又
自
彼
亭

申
請
之
、
用
私
宅
了
、
近
年
為
嘉
例
、
此
後
依
所
望
、
遣
山
下
方
了
、

　　

　

⑥

『大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』、文
明
十
三

(
一
四
八

一
)
年
六
月
晦
日
の
条

　り

む

　
ソ

　

む

　

　

　

　

一
、
六
月
輪
如
例

予
不
入
輪
、
帯

一
給
親
舜
了
、

　　

　

⑦

『
多
聞
院
日
記
』
、
天
正
十
八

(
一
五
九
〇
)
年
六
月
廿
九
日
の
条

一
、
名
越

・
輪
常
如
院

ヨ
リ
借
入
了
、

以
上
①
か
ら
⑦
ま
で
史
料
を
み
る
か
ぎ
り
、
六
月
祓
に
お
け
る
人
形
の
効
用
は

現
わ
れ
て
い
な

い
こ
と
を
知
る
。
ま
た
、
近
世
の
文
献
に
お
い
て
も
、
そ
の
記
述

か
ら

「神
々
に
祖
る
人
形
」
は
表
現
さ

れ
て
い
な

い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

み
な
づ
き
は
ら
へ
く
わ
こ
く
き
ん

せ
つ

「六
月
祓
火
剋
金

ノ
説
」
の
項
で
、

今
案
に
、
六
月
は
火
の
気
さ
か
ん
な
る
時
な
れ
ば
、
疫
気
を
避
け
ん
と
の
祓
な

り
、
六
月
晦
日
に
か
ぎ
ら
ず
。
水
無
月
祓
と
て
臨
加
祓
せ
し
事
、
定
家
卿
の
注

に
て
明
か
な
り
、
又
あ
ら
に
ご
の
祓
と
い
ふ
は
、
荒
び
た
る
火

の
神
を
、
な
ご

め
る
と
い
う
祓
な
れ
ば
、
あ
ら
に
ご
祓
と
申
な
り
。
名
越
も
荒
ぶ
る
神
を
、
な

ご
や
か
に
す
る
と
い
ふ
祓
の
名
目
な
り
。

(
10

)

と
あ
り
、
こ
の
神
々
に
対
し
て

「な
ご
や
か
に
」
さ
せ
る
祓
に
か
か
わ
る
人
形
の

存
在
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
同
様
に
近
世
の
文
献
か
ら
も
窺
え
る

チ

ワ

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
茅
の
輪
」
の
項
で
、

後
水
尾
院
年
中
行
事
。
六
月
晦
日
云
々
。
御
蔵
み
月
の
輪
を
調
進
す
云
々
。
中

藷
台
盤

の
本
に
よ
り
て
輪
を
と
る
。
麻
の
葉
さ
し
た
る
竹
を
ぬ
き
て
、
麻
の
葉

ば
か
り
を
輪
に
と
り
添
て
、
御
前
に
も
て
参
る
云
々
。
上
蕩
輪
の
は
し
を
も
た

ぐ
。
先
左
の
御
足
を
ふ
み
入
賜
ふ
。
次
に
御
右
。

(中

略
)

さ
れ
ど
後
成
恩
寺
関
白
の
公
事
根
源
抄
に
も
、
此
事
書
れ
た
れ
ば
、
い
か
さ
ま
、

　

む

む

む

む

む

　

　

む

　

　

　

　

む

昔

よ
り

世

俗

に
有

け

る

こ

と

、
見

え

た

り

云

々
。

輪

二

つ
を

越

て

、

御

う

し

ろ

ざ

ま

に
出

お

は

し

ま

す

。

(
中

略

)

。

み
な

月

の
輪

、

ち

が

や

に

て

造

る

。

輪

ふ

た

つ
を

ま

げ

て

如

此

つ
く

る

な

り

。

レ

茅
の
下
の
輪
に
、
御
膝
を
か
け
て
ふ
み
て
入
給
ふ
。
上
の
輪
を
御
冠
の
上
よ
り

か
け
て
く
ゴ
ら
し
め
、
御
も
ど
り
に
は
二

つ
共
に
ふ
み
出
給
ふ
也
。
す
べ
て
三

度
な
り
。
堂
上
な
ど
所
労
の
時
は
、
装
束
を
く
ゴ
ら
し
め
給
ふ
。

　
ロ
　

と
あ
り

(
傍
点
-
奥
野
、
以
下
同
様
に
て
略
)
、
少
し
長
文
に
亘

っ
た
が
、
六
月

祓
に

つ
い
て
詳
細
に
述
べ
て
い
る
。
こ
の
六
月
祓
に
お
け
る
輪
く
ぐ
り
の
状
況
が

87



詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
現
今
の
民
俗
事
例
に
み
る
六
月
祓
に
か
か
わ
る
人

形
の
存
在
に

つ
い
て
は
記
載
さ
れ
て
い
な

い
。
む
し
ろ
、
こ
の

「
祓
」
と
い
う
呪

術
的
あ
る
い
は
陰
陽
道
の
要
素
を
内
在

さ
せ
る
六
月
祓

(
十
二
月
の
大
祓
も
)
に

は
、

「
茅
の
輪
」
に
よ

っ
て
自
ら
の
〈
悪
〉
〈
厄
〉
〈
疫
〉
を
除
く
と
い
う
目
的

が
主
な
も
の
で
あ
り
、
こ
の
六
月
祓
に
は

「
人
形
」
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
な
く
、

茅
の
輪
を
く
ぐ
り
、
除
却
す
る
こ
と

の
み
が
深
く
か
か
わ

っ
て
い
る
こ
と
を
明
示

し
て
い
る
と

い
え
る
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。

し
た
が

っ
て
、
す
で
に
触
れ
た
①
か
ら
⑦
に
亘
る
史
料
に
お
い
て
も
、
さ
ら
に

こ
こ
で
は
列
挙
し
な
か

っ
た
管
見
の
史
料
群
に
み
る

「
六
月
祓
」

「名
越
祓
」
の

記
載
に
お
い
て
も

「
人
形
」

の
存
在
や

「
人
形
」
に
よ

っ
て
除
厄
す
る
祓
い
の
様

子
は
窺
う
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
は
た
し
て
、
古
来

の
六
月
祓

の
行
事
に

「
人
形
」
が
機
能
し
て
い
た
か
問
題
視
せ
ざ
る
を
得
な

い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
二
つ
の
事
例
か
ら
神
々
に
杷
る
人
形
の
在
り
方
を
窺

っ
て
き
た
が
、

仏
教
的
行
事
に
現
わ
れ
る
人
形
に

つ
い
て
若
干
触
れ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

前
章
で
触
れ
た
⑪
⑥
の
事
例
に
み
る

「
カ
サ
餅
の
人
形
」

「葬
送
の
人
形
と
手

.

足
型
餅
」
は
、
現
今
の
民
俗
と
し
て
は
特
色
の
あ
る
習
俗
で
あ
る
。
管
見
の
資
料

で
は
二
県
の
例
に
と
ど
ま
る
が
、
ま
だ
ま
だ
こ
の
よ
う
な
民
俗
事
例
は
少
な
く
な

い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
二
例
と
も
共
通
す
る
こ
と
は
、
葬
送
の
儀
式
に
か
か

わ
る
人
形
で
あ
る
が
、
葬
送
と
人
形
の
か
か
わ
り
は
明
確
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、

こ
の
二
つ
の
か
か
わ
り
が
い
つ
頃
か
ら
現
わ
れ
る
の
か
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

こ
の
葬
送
に
か
か
わ
る
人
形
の
民
俗
事
例
は
、

こ
の
二

っ
の
課
題
を
提
示
す
る

が
、
前
者
の
課
題
は
後
者
の
歴
史
的
つ
ま
り
史
料
的
把
握
に
よ

っ
て
可
能
に
な
る

で
あ
ろ
う
。

し
た
が

っ
て
、
こ
こ
で
は
後
者
の
史
料

の
把
握
か
ら
検
討
を
加
え
た
い
。
し
か

し
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
史
料
に
み
る
葬
送
と
人
形
と
の
か
か
わ
り
の

一
端
を
提
示

す
る
に
と
ど
め
た
い
。

な
ぜ
な
ら
、
葬
送
に
お
け
る
儀
式
と
人
形
、
骨

・
亀
、
小
形
の
藁
草
履
な
ど
の

も
の
と
の
か
か
わ
り
で
、

「
人
形
」
を
考
え
て
い
く

べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

ゆ
え
に
、
こ
こ
で
は
後
者
の
課
題
を
明
ら
か
に
す

べ
き
糸
口
と
な
る

一
、
二
例

の
史
料
を
挙
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
史
料
と
は
、

『中
右
記
』
に
み
る
大
治

二

(
一
一
二
七
)
年
八
月
十
五
日

の
条

1
と
、
大
治
四

(
一
=

一九
)
年
七
月

(
13

)

十

五

日

の
条

H

で

あ

る

。

　

　

　

　

　

　

む

ー
、

人

形

欲

入

御

棺

也

、

志

ロ
ハ
實

父

子

也

、

H
、
大
江
行
轟

同
盛
家
甑

(中
略

)
。
以
下
五
位
六
位
等
有
官
無
官

　

　

　

　

　

　

　

輩
、合
八
十
饒
人
也
、
此
中
参
御
所
佐
遠
等
四
五
人
也
、
宮

々
人
形
被
入
御

棺
云
々
、

　

　

新
院
,
下
被
入
云
々
、
是
子
蛇
兄
弟

・
必
入
也
、
孫
者
不
入
之
由
、

こ
の
I
H
の
史
料
か
ら
棺
の
中
に
人
形
を
入
れ
る
こ
と
、
死
者

の
子
供
お
よ
び

兄
弟
は
必
ず
棺
に
入
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
五

・
六
位
の
貴
族
も
ま
た
棺
に
人
形
を

入
れ
る
こ
と
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
提
示
し
得
る
。

そ
し
て
、
こ
の
1
皿
の
史
料
か
ら
、
す
で
に
平
安
時
代
後
半
に
は
葬
送
と
人
形

::



と
の
か
か
わ
り
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
知
る
。

し
た
が

っ
て
、
こ
の
葬
送
儀
礼
に
お
け
る
人
形
が
い
か
な
る
意
図
で
入
棺
さ
れ

る
か
は
明
ら
か
で
は
な

い
が
、
す
で
に
古
代
か
ら
こ
の
習
俗
が
貴
族

の
間
で
行
な

わ
れ
て
い
た
こ
と
を
理
解
し
得
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
古
代
貴
族

の
習
俗

が
、
現
代
の
民
俗
の
中
に
脈
々
と
い
き
ず

い
て
い
る
こ
と
も
、
こ
こ
で
明
か
に
な

っ

た
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
三
つ
の
民
俗
事
例
を
も

っ
て
史
料
に
み
る
人
形

の
存

在
を
検
討
し
て
き
た

つ
も
り
で
あ
る
。

　 　

76
))

　 　 　 　 　
54321

)))))

註

(
8
)
大
乗
院
寺
社
聞
事
記
』
第
七
巻

、

(
9
)

(
10
)

(
11
)

『
日
本

書
紀
』

(
踊
国
史
大
系
、
所
収
)

『
源
氏
物
語
』

(
日
本

古
典
文
学
大
系
、
所
収
)

『枕
草

子
』

(
日
本
古
典
文
学
大
系
、
所
収
)

『中
右

記
』
五

(
舗
史
料

大
成
、
所
収
)

『
中
右

記
』
六

(
糀
史
料

大
成
、
所
収
)

『
勘
仲
記
』

二

(
踊
史
料
大
成

、
所
収
)

『
康
富
記
』

三

(
踊
史
料
大
成

、
所
収
)

所
収

『
多
聞
院

日
記
』
第

四
巻

、
所
収

、

「
関
秘
録
」

(
日
本
随
筆
大
成

・
δ

〔第

三
期

〕
所
収
)

「
柳
庵
随
筆
」

(
日
本
随
筆
大
成

二

七

〔第

2
期

〕
所
収
)

(
12
)

『
中
右
記
』
五

(
前
掲
書
、
所
収

)

(
13
)

『
中
右
記
』
六

(
前
掲
書
、
所
収

)

結
び
に
か
え
て

民
俗
事
例
に
お
い
て
人
形
が
機
能
す
る
実
態
を
窺
い
な
が
ら
、
い
く
つ
か
の
民

俗
事
例
を
抽
出
し
て
、
こ
れ
ら
の
歴
史
的
側
面
を
垣
間
見
て
き
た
。
し
か
し
、
今

日
現
存
す
る
民
俗
事
例
に
は
、

「
人
形
」
が
介
在
す
る
が
、
は
た
し
て
こ
の

「人

形
」
が

い
か
な
る
意
図
で
機
能
し
は
じ
め
た
の
か
は
さ
だ
か
で
な
い
。
そ
し
て
、

神
々
に
杷
る
人
形
と
し
て
機
能
し
た
時
期
や
そ
の
後
の
展
開
に
つ
い
て
も
、
さ
ら

に
そ
の
足
跡
に
つ
い
て
も
明
確
に
し
が
た
い
。
こ
の
よ
う
な
課
題
を
内
在
さ
せ
る

民
俗
事
例
に
み
る
人
形
を
古
代

・
中
世
の
遺
跡
や
遺
構
か
ら
出
土
す
る
人
形
と
対

比
し
て
考
え
る
に
は
時
機
尚
早
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
こ
で
繕
い
た
雛
祭
り
の
人
形
や
葬
送
の
人
形
な
ど
は
、
史
料
を
み

る
限
り
、
古
代
に
ま
で
た
ど
る
こ
と
が
で
き
、
遺
跡

・
遺
構
か
ら
伴
出
す
る
人
形

を
検
討
す
る
糸
口
に
は
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に

は
、
人
形
の
も

つ
機
能
的
片
隣
を
、〈
い
つ
〉
〈
ど
こ
で
〉
〈
だ
れ
が
〉
〈
何
を
V

〈
ど
の
よ
う
に
〉
と
い
う
不
明
な
点
を
若
干
で
も
解
明
し
て
い
く
手
掛
り
が
内
在

し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、

こ
こ
で
は
触
れ
な
か

っ
た
形
代
の

一
つ
と
し
て
の
馬
形
に
つ
い

て
も
同
じ
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
現
存
す
る
こ
の
馬
形
の
民
俗
事
例
か

..



ら
史
料

へ
と
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
出
土
す
る
馬
形
の
資
料
に
対
し
て

も
手
掛
り
を
提
示
し
得
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
後
日

の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
。

た
だ
、
〈
祓
い
〉
に
お
い
て
、
人
形
各
種
、
牛
形
そ
し
て
馬
形
な
ど
が
、
平
安

時
代
後
半
に
史
料
上
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
こ
の
人
形
に
は
、
金

・
銀

・

銅

・
鉄

・
菅
を
材
料
と
し
た
人
形
が
あ
り
、
と
く
に

「
菅
」
の
人
形
が
現
今

の
稲

藁

へ
連
関
す
る
の
で
は
な
い
か
と
想
定
し
得
る
。

こ
の
こ
と
は
、
保
安
元

(
=

二
〇
)
年
八
月
日
の

「
豊
後
國
柞
原
八
幡
宮
祓

祭
物
注
文
」
に
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

(蚊
書
)

「は
ら
い
の
さ
い
物
註
文
」

清
祓
祭
物

合
三
十
五
種

御
榊
二
百
七
十
本

縞
肝
載
玉
尺

大
刀
三
腰
金
造

O

O

O

O

O

O

O

銀
人
形
光
高
一尺

む

　

む

む

　

　

　

銅
人
形
計
毫

尺

む

む

む

　

む

　

む

青
人
形
光
高
同
上

　

む

む

　

　

む

赤
人
形
計
高
同

(
中

略
)

三
尺
鼠
皮
三
枚

島
力
)
。
。
。

午
形
七
十
具

御
鉾
十
五
本
舗
蹴
駅
纐
垣

御
馬
三
疋

　

　

む

む

む

む

む

金
人
形
光
蔓

尺

　

　

　

　

　

　

　

鐵
人
形
計
高
一尺

　

　

む

　

　

む

黄
人
形
光
高
同

む

　

む

　

む

　

白
人
形
計
高
同

　

む

　

　

　

馬
形
七
十
具

散
米
三
石

籾
三
石

砂
三
石

　

む

む

　

む

む

菅
人
形
七
十
具

と
あ
り

(
『平
安
遺
文
』
第
五
巻
、

一
九

一
二
号
文
書
)
、

「
清
祓
祭
物
」
を
官

符
の
旨
に
よ

っ
て
注
進
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。
つ
ま
り
、
国
家
的
行
事
に
お
い
て
、

三
五
種
類
の
祭
物
が
備
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の

一
史
料
が
提
示
す
る

「
祓
い
」
の
実
態
を
想
定
す
る
と
、
各
種

の
人
形

や

馬
形
や
牛
形
と
と
も
に

「御
榊
」

「
米
」

「清
酒
」

「
綾
」

「
錦
」

「
上
絹
」
な

ど
の
他
の
祭
物
が
存
在
し
、
出
土
資
料
の
「
人
形
」
あ
る
い
は

「
馬
形
」
の
背
景
に

は
数
多
く
の
〈
祓
い
の
祭
物
〉
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
知
る
。
こ
の

こ
と
は
、
民
俗
事
例
に
お
け
る

「
洗
米
」

「
清
酒
」
な
ど
が
祭
物

(
供
物
)
と
し

て
存
在
し
て
い
る
こ
と
と
同
様
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
、
こ
と
史
料
に
み
る

「人
形
」

な
ど
の
ほ
か
に
数
多
く
の

「
祭
物
」
を
想
定
し
て
、
所
謂

「
形
代
」
を
考
え
て
い

く
必
然
性
を
提
示
し
て
、
結
び
に
か
え
た
い
。

(
一九
八
五
・
二
・
十
八
了
)

一90一


