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建
築
儀
礼
に
於
け
る
御
幣

―
近
世
の
儀
礼
次
第
を
用
い
て
―吉

永

博

彰

は
じ
め
に

本
稿
は
、
祭
祀
に
用
い
る
用
具
（
主
と
し
て
「
祭
具
」
と
表
し
、
ま
た
「
神
祭
具
」
と
も
記
す
）
と
し
て
の
「
御
幣
」
に
着
目
し
て
、

神
事
、
特
に
近
世
の
建
築
に
関
す
る
儀
礼
次
第
に
み
た
用
い
方
・
役
割
に
つ
い
て
神
道
史
の
立
場
よ
り
論
じ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

こ
こ
で
対
象
と
し
た
「
御
幣
」
と
は
、
捧
げ
物
・
奉
献
品
を
表
し
て
「
ぬ
さ
」
や
「
み
て
ぐ
ら
」
と
も
呼
ば
れ
る
「
幣
」
に
、
尊
称
の

「
御
」
が
付
い
た
も
の
で
あ
る
。
御
幣
の
概
要
や
神
社
有
職
故
実
に
於
け
る
理
解
、
古
典
に
み
た
用
例
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
祭
祀
に

際
し
神
前
に
供
え
る
様
々
な
捧
げ
物
・
奉
献
品
の
中
で
も
、「
幣
串
」
と
称
す
る
木
製
や
竹
製
の
串
に
、
紙
製
や
金
属
製
等
の
「
幣
」
と
紙し

垂で

（
折
り
下
げ
た
も
の
）・
布
帛
・
木ゆ

綿う

（
現
在
は
多
く
麻
苧
を
指
す
）
等
を
挿
ん
だ
も
の
を
取
り
分
け
御
幣
と
称
し
、
台
に
立
て
て
神
前

に
据
え
た
も
の
を
各
社
で
見
受
け
る
。
本
稿
で
は
特
に
こ
う
し
た
「
御
幣
」
を
対
象
と
し
て
、
検
討
す
る
も
の
と
し
た
い
。
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前
述
の
よ
う
に
、
御
幣
は
神
祇
の
祭
祀
に
あ
っ
て
は
捧
げ
物
・
供
献
品
と
さ
れ
る
が
、
近
世
後
期
に
は
異
な
る
用
例
も
確
認
で
き
る
。

そ
れ
は
、
神
霊
の
表
象
と
し
て
の
姿
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
表
象
」
と
は
、
目
に
は
見
え
な
い
存
在
の
「
象か
た
ち

」
を
表﹅

す
と
の
意
を
指
す
。

38

【図１】三嶋神社所蔵 〔嘉永２年９月〕絵馬「拝み図」
祈願する男性の頭上（奥側）に、３匹のムカデが描かれている。

【図２】同社所蔵 〔慶応元年 12 月〕絵馬「拝み図」
中央上部に、社殿奥より湧き出る雲に乗った御幣がみえる。
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【
図
１
】【
図
２
】
は
と
も
に
、
神
社
へ
参
拝
す
る
様
子
を
描
い
た
「
拝
み
図
」
と
呼
ば
れ
る
構
図
の
絵
馬
で
あ
る
。【
図
１
】
は
嘉
永

二
年
（
一
八
四
九
）
九
月
に
、【
図
２
】
は
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
十
二
月
に
、
そ
れ
ぞ
れ
三
嶋
神
社
（
群
馬
県
邑
楽
郡
明
和
町
梅
原
鎮

座
）
に
奉
納
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
製
作
年
代
も
同
時
期
と
考
え
ら
れ
る
。
描
い
た
の
は
北
尾
重
光
（
渓
斎
）
と
称
す
る
絵
師
で
あ
る(

)。
1

両
図
の
制
作
年
代
に
は
一
五
年
ほ
ど
の
開
き
が
あ
る
が
、
と
も
に
神
恩
に
よ
る
願
意
の
成
就
を
感
謝
し
て
、
参
拝
す
る
様
子
を
描
い
た

も
の
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
両
図
の
構
図
を
比
較
す
る
と
、
大
き
な
違
い
の
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
そ
れ
は
、

神
威
・
霊
験
の
描
き
方
で
あ
る
。

【
図
１
】
で
は
、
祈
願
に
応
え
る
形
で
の
神
威
の
表
れ
と
し
て
、
社
殿
の
奥
よ
り
地
面
を
這
う
よ
う
に
流
れ
生
じ
て
く
る
霧
と
と
も
に
、

三
匹
の
ム
カ
デ
が
姿
を
表
す
。
ム
カ
デ
は
祭
神
・
赤
城
明
神
の
神
使
と
さ
れ
る
。
対
し
て
【
図
２
】
で
は
、
社
殿
の
奥
よ
り
浮
き
湧
く
雲

に
乗
っ
た
「
御
幣
」
が
描
か
れ
て
い
る
。「
霧
に
紛
れ
た
神
使
」
と
「
雲
に
乗
っ
た
御
幣
」、
ど
ち
ら
も
神
威
を
意
識
し
て
描
か
れ
た
図
像

と
考
え
ら
れ
よ
う
。
即
ち
、
両
図
よ
り
見
て
取
れ
る
御
幣
と
は
、
神
祭
に
於
け
る
神
前
へ
の
捧
げ
物
・
供
献
品
に
留
ま
ら
ず
、
神
使
と
同

様
の
神
威
・
霊
験
を
象
徴
す
る
存
在
に
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、
ま
さ
に
神
霊
の
表
象
と
い
う
べ
き
神
祭
具
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

現
在
、
三
嶋
神
社
に
は
大
小
全
三
二
点
の
絵
馬
が
所
蔵
さ
れ
る
が
、
そ
の
内
【
図
２
】
を
含
め
た
五
点
に
「
雲
に
乗
る
御
幣
」
が
描
か

れ
て
い
る
。
そ
の
製
作
年
代
は
、
近
世
末
期
か
ら
明
治
十
年
代
頃
に
ま
で
及
び
、
三
点
は
前
記
の
北
尾
重
光
の
筆
で
、
残
り
二
点
は
在
地

と
思
わ
れ
る
別
々
の
絵
師
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
。
御
幣
が
拝
み
図
を
含
め
た
同
社
所
蔵
の
す
べ
て
の
絵
馬
に
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
そ
の
形
状
も
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
た
め
、
当
時
の
一
般
的
な
共
通
認
識
で
あ
っ
た
と
ま
で
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
願
意
に
応
え
る
神
威

の
表
象
と
し
て
御
幣
を
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
構
図
に
み
る
御
幣
の
位
置

付
け
に
関
し
て
は
、
他
社
の
事
例
も
併
せ
て
、
絵
師
や
願
主
が
ど
の
よ
う
な
見
識
を
持
っ
て
制
作
し
た
の
か
、
制
作
年
代
は
ど
の
時
期
が

多
い
の
か
と
い
っ
た
点
を
含
め
、
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

建築儀礼に於ける御幣39
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と
こ
ろ
で
、「
御
幣
」
に
関
す
る
考
察
に
先
立
ち
、
モ
ノ
か
ら
み
た
祭
祀
・
祭
礼
の
変
遷
に
関
す
る
研
究
の
一
環
と
し
て
、
同
じ
く
捧
げ

物
・
供
献
品
と
し
て
の
由
来
も
有
り
つ
つ
、
近
世
中
期
以
降
に
は
神
祭
に
於
け
る
神
霊
の
表
象
に
位
置
付
け
ら
れ
、
祭
具
と
し
て
も
用
い

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
神
籬
」
の
変
遷
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た(

)。
2

現
代
の
祭
具
と
し
て
の
神
籬
は
、
神
社
や
神
祠
、
神
棚
な
ど
神
霊
を
常
祀
す
る
施
設
以
外
で
行
わ
れ
る
臨
時
の
祭
祀
に
用
い
ら
れ
る
祭

具
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
神
霊
憑
依
の
舗
設
と
も
表
わ
さ
れ
る(

)。
地
域
性
や
神
社
ご
と
の
慣
習
に
従
い
差
違
が
み
ら
れ
る
が
、
前
記
の
よ
う

3

に
臨
時
の
斎
場
に
て
祭
祀
を
行
う
際
や
、
本
稿
で
対
象
と
す
る
地
鎮
祭
や
立
柱
祭
、
上
棟
祭
ほ
か
建
築
に
関
わ
る
神
事
に
於
い
て
斎
場
に

据
え
ら
れ
、
降
神
・
昇
神
の
儀
に
あ
っ
て
は
神
霊
の
表
象
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い(

)。
そ
う
し
た
神
籬
に
つ
い
て
、
古
典
解
釈
、

4

特
に
『
日
本
書
紀
』
に
記
載
さ
れ
る
「
天
津
神
籬
」
や
「
磯
堅
城
神
籬
」、「
熊
神
籬
」
の
注
釈
の
変
遷
に
関
す
る
検
討
に
基
づ
き
、
時
代

ご
と
の
神
籬
理
解
や
実
態
を
神
道
史
の
観
点
よ
り
論
じ
た
。

そ
の
結
果
、
古
典
に
み
た
「
神
籬
」
は
奉
斎
・
神
祭
の
為
の
場
＝
神
社
の
起
源
の
一
つ
と
い
え
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
が
、
そ
れ

は
飽
く
ま
で
神
籬
自
体
が
神﹅

の
た
め
の
「
籬﹅

（
垣
）」
で
あ
り
、
即
ち
祭
祀
の
場
・
施
設
そ
の
も
の
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
祭
具
に
由
来
す

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
た
。
や
が
て
時
代
が
下
る
に
つ
れ
、
御
櫝
・
厨
子
（
神
体
・
神
像
を
入
れ
置
く
も
の
）
や
掛
軸
（
神
像
・

神
号
）
な
ど
を
以
て
、
特
定
の
場
所
に
拠
ら
な
い
神
祭
も
行
わ
れ
る
な
ど
、
祭
祀
の
形
式
も
多
様
化
す
る
。
そ
の
よ
う
な
変
化
も
あ
っ
て
、

神
霊
の
表
象
も
持
ち
運
び
の
で
き
る
祭
具
へ
と
発
展
し
、
そ
れ
が
逆
に
古
典
に
み
る
天
津
神
籬
像
へ
と
投
影
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
結

論
付
け
た
。
ま
た
、
こ
れ
と
は
別
に
、
鎌
倉
期
に
は
卜
部
氏
（
後
の
吉
田
氏
・
平
野
氏
）
の
日
本
書
紀
研
究
の
中
で
、
神
籬
を
サ
カ
キ
の

一
名
と
す
る
理
解
も
み
ら
れ
、
近
世
中
期
に
は
こ
う
し
た
榊
（
五
百
箇
真
賢
木
）
＝
神
籬
と
す
る
説
が
一
層
発
展
し
、

〔
榊
（
真
榊
）
＝
「
神
籬
」〕

＋

〔
榊
＝
信
木
（
神
霊
が
宿
る
木
）〕

↓

神
籬
＝
神
木

と
い
う
、「
神
体
勧
請
」
や
「
遷
座
」
に
用
い
る
祭
具
と
し
て
の
神
籬
（
真
榊
）
の
用
例
を
確
認
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
上
記
の
よ
う

40
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な
〔
真
賢
木
＝
真
榊
＝
神
籬
〕
と
い
っ
た
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
発
展
し
た
神
籬
理
解
を
基
盤
に
、
近
代
以
降
、
殊
に
現
代
の
祭
式
に

あ
っ
て
神
籬
は
、
前
述
の
よ
う
に
臨
時
の
祭
祀
等
に
於
い
て
神
前
に
据
え
置
く
た
め
の
祭
具
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
冒
頭
の
絵
馬
の
例
の
よ
う
に
、
近
世
末
期
に
は
神
威
の
象
徴
・
表
象
の
一
つ
と
認
識
さ
れ
て
い
た
御
幣
で
は
あ
る
が
、

実
際
の
神
祭
に
於
け
る
祭
具
と
し
て
の
位
置
付
け
・
役
割
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

御
幣
の
用
例
は
前
述
の
よ
う
に
、
台
に
立
て
て
、
或
い
は
串
を
地
に
刺
し
て
神
前
に
据
え
る
も
の
を
始
め
て
、
祭
礼
の
行
列
に
於
い
て

掲
げ
持
た
れ
る
も
の
や
、
山
・
鉾
、
山
車
（
曳
き
物
）
に
据
え
ら
れ
る
も
の
、
オ
ハ
ケ
（
御
八
界
）
や
梵
天
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
神
祭
に

当
た
り
標
識
と
し
て
立
て
ら
れ
る
も
の
、
神
楽
・
獅
子
舞
で
の
持
ち
物
ほ
か
、
実
に
多
岐
に
及
ぶ
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
数
あ
る
御
幣
の
用
例
の
中
か
ら
、
図
画
を
含
む
資
料
が
比
較
的
残
さ
れ
て
い
る
点
、
常
祀
の
施
設
に
拠
ら
な
い
臨

時
の
神
事
・
儀
礼
の
中
で
も
代
表
格
で
あ
る
点
、ま
た
建
築
に
関
わ
る
儀
礼
＝
神
社
に
限
ら
ず
庶
民
の
家
宅
に
て
も
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ

て
、
人
目
に
触
れ
る
機
会
も
少
な
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
点
な
ど
の
理
由
か
ら
、
御
幣
を
用
い
た
神
事
・
祭
儀
の
代
表
的
事
例
と
し
て
近

世
の
建
築
儀
礼
に
着
目
し
、
儀
式
次
第
を
中
心
と
し
た
関
係
資
料
の
整
理
・
検
討
を
通
じ
て
、
そ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
御
幣
の
用
例
・
役

割
と
、
そ
れ
ら
が
人
々
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
論
じ
て
い
き
た
い
。

一
、
御
幣
に
つ
い
て

御
幣
に
つ
い
て
は
、
八
束
清
貫
氏
が
『
神
社
有
職
故
実
』
の
中
で
概
要
を
示
し
て
い
る
。
本
書
の
刊
行
に
至
っ
た
経
緯
並
び
に
影
響
を

踏
ま
え(

)、
現
代
の
神
社
有
職
故
実
に
於
け
る
理
解
・
認
識
を
把
握
す
る
た
め
、
御
幣
に
関
連
す
る
内
容
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

5
ま
ず
、
八
束
氏
は
「
御
霊
代
」
の
解
説
の
中
で
「
御
幣
」
に
つ
い
て
触
れ(

)、
6

建築儀礼に於ける御幣41
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御
幣
を
以
て
御
霊
代
と
す
る
こ
と
は
、
な
べ
て
普
通
に
行
わ
れ
て
ゐ
る
。
其
の
様
式
の
一
例
を
示
す
と
左
の
通
り
で
あ
る
。

先
づ
奉
書
紙
で
御
幣
を
作
る
。
鏡か
が
み

は
二
枚
重
ね
縦
三
つ
折
内
方
に

に
す
る
。
左
右
の
垂た
れ

は
四よ

垂た
れ

、
四
枚
重
ね
と
し
、
左
折
、
右
折
の
左

右
相
対
に
し
、
鏡
の
表
で
交
叉
し
て
鏡
と
共
に
幣
串
に
挟
む
。
次
に
幣
串
を
幣
立
に
立
て
る
。

幣
立
に
立
て
た
御
幣
串
は
之
を
御お

櫝と
く

に
納
め
御
櫝
は
御お
ん

帊
お
ほ
ひ

又
は
御
衾
お
ふ
す
ま

で
覆
ふ
。

前
に
御
霊
代
神
鏡
の
御
装
束

み
し
ょ
う
ぞ
く

に
つ
き
述
べ
た
や
う
に
、
御お

櫝と
く

の
下
に
は
御お
し

茵と
ね

、
御お

疊で
ふ

を
重
ね
敷
き
、
御お

浜は
ま

床ゆ
か

の
上
に
安
置
し
、
更

に
其
の
上
か
ら
全
体
を
御お
ふ

衾す
ま

で
覆
ふ
の
で
あ
る
。

と
記
す
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
御
幣
を
以
て
鏡
・
玉
・
剣
と
同
じ
く
神
霊
奉
安
の
御
形
で
あ
る
「
御
霊
代
」
と
す
る
こ
と
は
、
神
社
に
於
い

て
は
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
構
造
は
別
に
詳
説
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
後
述
す
る
が
、
幣
串
に
奉
書
紙
を
挿
ん
だ
も

の
を
御
幣
と
し
て
幣
立
に
立
て
、
そ
れ
を
御
櫝
と
呼
ば
れ
る
厨
子
状
の
神
具
に
納
め
、
そ
の
御
櫝
の
下
に
は
御
茵
（
敷
物
）・
御
疊
を
重
ね

て
敷
き
、
さ
ら
に
御
浜
床
と
呼
ば
れ
る
台
上
に
安
置
す
る
。
ま
た
御
櫝
に
は
御
衾
（
布
地
）
を
覆
い
掛
け
て
鄭
重
に
奉
安
す
る
様
式
が
示

さ
れ
た
。
こ
う
し
た
御
櫝
に
よ
る
神
座
の
構
は
、
権
現
造
の
社
殿
に
適
当
で
あ
る
と
い
う
。

な
お
、
八
束
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
御
霊
代
は
「
御ご

神し
ん

体た
い

」
や
「
神か
む

実ざ
ね

」、「
御み

形か
た

」「
御
正
体

ご
し
や
う
た
い

」「
御ご

霊れ
い

体た
い

」
と
も
称
す
る
と
の
こ
と
よ
り
、

神
社
ご
と
の
社
殿
構
造
・
神
祭
様
式
の
違
い
が
あ
る
た
め
一
概
に
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
御
幣
と
は
、
時
に
「
御
神
体
」
と
も
称
さ

れ
る
こ
と
の
あ
る
、
即
ち
神
霊
の
表
象
と
し
て
奉
斎
に
必
要
不
可
欠
な
神
祭
具
で
あ
る
と
窺
え
る
。
御
霊
代
と
さ
れ
る
時
の
御
幣
と
は
、

神
前
に
据
え
置
く
と
い
う
類
の
も
の
で
は
な
く
、
厳
重
に
御
櫝
へ
納
め
て
社
殿
の
最
奥
、
本
殿
の
中
に
鄭
重
を
期
し
て
奉
安
す
る
と
い
う
、

直
接
は
人
々
の
目
に
触
れ
な
い
形
で
奉
斎
す
る
と
こ
ろ
に
一
つ
の
特
徴
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
神
座
の
構
が
適
当
と
さ
れ
た
「
権
現

造
」
は
、
形
態
こ
そ
平
安
期
に
発
生
し
た
神
社
建
築
の
様
式
で
あ
る
が
、
広
く
普
及
し
た
の
は
近
世
に
な
っ
て
か
ら
だ
と
さ
れ
る(

)。
7

ま
た
、
御
幣
は
「
幣
帛
」
の
一
つ
で
あ
る
と
す
る
。
幣
帛
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
る(

)。
8
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一

幣へ
い

帛は
く

幣
帛
は
、「
へ
い
は
く
」
と
音
読
す
る
。
又
「
み
て
ぐ
ら
」
と
も
い
ふ
。「
み
て
ぐ
ら
」
は
「
御み

妙た
へ
青
和
幣
（
あ
を
に
ぎ
て
）
―
麻
布

白
和
幣
（
し
ろ
に
ぎ
て
）
―
楮
布

座く
ら

（
台
）」
が

本
義
で
あ
る
。
古
く
は
神
祇
に
奉
る
も
の
の
総
称
で
あ
つ
た
が
後
代
に
な
つ
て
か
ら
、幣
帛
と
神
饌
と
を
区
別
す
る
や
う
に
な
つ
た
。

幣
帛
の
種
類
は
多
種
多
様
で
あ
つ
て
、
古
来
の
例
に
徴
す
る
と
、
布
帛
、
衣
服
、
紙
、
玉
、
兵
器
、
貨
幣
、
農
耕
具
、
紡
績
具
、

楽
器
、
鳥
獣
、
幣
串
、
散
銭
の
類
で
あ
つ
た
。
然
し
現
在
で
は
、
以
上
の
内
、
主
と
し
て
布
帛
の
類
を
以
て
幣
帛
と
す
る
。

幣
帛
は
現
品
を
以
て
す
る
の
が
本
体
で
、
現
在
で
は
錦
・
絹
・
絁
あ
し
ぎ
ぬ

・
曝
布
・
絲
・
木ゆ

綿ふ

・
麻
等
で
あ
る
。
之
を
奉
る
場
合
は
、

紙
で
包
ん
で
柳や
な
い

筥ば
こ

に
納
め
、
柳
筥
を
更
に
白
布
で
包
み
、
麻あ
さ

苧を

を
以
て
横
で
上
下
二
ヶ
所
を
結む
す
び

切き
り

に
括
る
。
神
前
に
は
其
の
ま
ま

縦
に
奉
奠
す
る
。

二

幣へ
い

串ぐ
し

幣
帛
の
布
帛
の
類
は
古
く
は
多
く
、
之
を
串
に
挿
ん
で
奉
つ
た
。
其
の
串
を
忌い

串ぐ
し

又
は
幣へ
い

串ぐ
し

と
い
つ
た
。
後
世
、
白
色
、
五
色
、

若
く
は
金
・
銀
の
紙
を
串
に
挿
ん
で
、
之
を
御
幣
と
称
す
る
の
は
其
の
遺
制
で
あ
る
。
今
日
で
は
多
く
紅
・
白
の
絹
又
は
紙
を
串
に

挿
み
、
或
は
紙し

垂で

を
挿
ん
で
も
奉
る
。
此
の
紙し

垂で

を
挿
む
も
の
、
所
謂
る
御
幣
に
は
白
川
家
流
、
吉
田
家
流
の
二
様
式
が
あ
る
後
章
、
紙

垂
の
項
で

説
明
す
る

。

幣
帛
・
幣
串
に
続
き
、
三
番
目
の
項
目
と
し
て
は
、
現
品
の
代
わ
り
に
料
金
を
以
て
奉
献
す
る
「
幣へ
い

帛は
く

料れ
う

」
が
挙
げ
ら
れ
、
幣
帛
料
を

神
前
に
供
す
る
際
に
用
い
る
「
雲
脚
台
」
以
下
の
用
具
の
解
説
が
著
さ
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
略
す
。

こ
の
よ
う
に
、
幣
帛
と
は
神
祇
に
奉
る
も
の
の
総
称
で
あ
り
、
古
く
は
多
く
の
種
類
が
あ
っ
た
が
、
現
在
は
特
に
布
帛
類
、
錦
・
絹
・

絁
あ
し
ぎ
ぬ

・
曝
布
・
絲
・
木ゆ

綿ふ

・
麻
等
の
こ
と
を
表
す
と
い
う
。
こ
う
し
た
八
束
氏
の
解
説
に
み
た
御
幣
の
実
態
に
つ
い
て
整
理
す
る
と
、
即

ち
、
幣
帛
と
は
第
一
義
に
は
神
祇
に
対
す
る
捧
げ
物
、
奉
献
品
の
意
で
あ
っ
て
、
食
べ
物
で
あ
る
「
神
饌
」
を
除
き
、「
幣
串
」
に
挿
ん
で

建築儀礼に於ける御幣43
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奉
っ
た
布
帛
の
類
を
、
特
に
「
御
幣
」
と
称
す
る
も
の
と
知
れ
る
。
そ
の
折
り
方
・
様
式
に
つ
い
て
は
、
紙
垂
と
の
関
係
か
ら
「
殿
舎
・

社
頭
の
装
飾
と
其
の
用
具
」
の
一
つ
と
し
て(

)、
9

一
一

紙し

垂で

紙
垂
は
、「
し
で
」
と
よ
み
、「
四し

手で

」
と
も
書
く
。「
し
だ
れ
」
の
約
言
で
、
太
古
、
天
石
窟

あ
め
の
い
は
や

の
条
古
事
記

に
「
五い

百ほ

津つ

真ま
さ

賢か

木き

を
根
こ

じ
て
…
…
下
枝
し
づ
え

に
白し
ら

丹に

寸ぎ

手て

、
青あ
お

丹に

寸ぎ

手て

を
取と

り
垂し

で
て
」
と
あ
る
に
起
源
す
る
。
紙
片
を
幣
串
、
榊
枝
な
ど
に
取と
り

垂し

で
て
神
前
に

奉
り
、
又
清
浄
の
標
識
と
す
る
。
古
く
は
木ゆ

綿ふ

を
用
ゐ
た
が
、
後
世
紙
に
代
へ
る
や
う
に
な
つ
た
理
由
は
前
に
大
麻

の
項
で
述
べ
た

。
神
社
で
は
神
籬
ひ
も
ろ
ぎ

、
幣

串
、
大お
お

麻ぬ
さ

、
小
麻
こ
ぬ
さ

、
玉
串
、
注し

連め

縄な
わ

等
に
取と
り

垂し

で
る
。

紙
垂
は
奉
書
、
美
濃
紙
、
半
紙
等
で
作
る
。
垂
の
数
に
よ
り
中な
か

取と
り
二垂

、
三み

垂た
れ

、
四よ

垂た
れ

、
七な
な

垂た
れ

、
八や

垂た
れ

な
ど
が
あ
る
。
定
ま
つ
て
は
ゐ

な
い
が
、
普
通
に
幣
串
、
玉
串
、
大
麻
、
注
連
縄
等
に
は
四よ

垂た
れ
二
枚
又
は

四
枚
重
ね

を
、
小
麻
に
は
七な
な

垂た
れ
八
枚
重
ね

を
、
神
籬
に
は
八や

垂た
れ
八
枚
重
ね

を
用
ゐ
る
。
幣

串
の
挟
み
方
を
説
明
す
る
と
、

○
幣
串
の
挟
み
方
。
奉
書
紙
二枚

を
立
て
三
つ
折
内
方
に

に
し
て
鏡か
が
み
頭
紙
（
か
し
ら
か

み
）
と
も
い
ふ

と
す
る

四よ

垂た
れ

の
紙し

垂で
二
枚
又
は

四
枚
重
ね

を
左
折
り
、
右
折
り
の
左
右
に

相
対
に
し
て
鏡
の
前
で
交
叉
し
て
鏡
と
共
に
幣
串
に
挟
む
。
鏡
の
上
、
幣
串
の
挟
み
目
を
紙こ

捻よ
り

で
諸も
ろ

鉤か
ぎ

に
結
ぶ
之
を
烏
帽
子

紙
と
い
ふ

。
此
の
左
右

の
紙
垂
の
垂
れ
方
に
よ
り
白
川
流
、
吉
田
流
の
二
様
が
あ
る
。
白
川
流
は
三
垂
目
か
ら
裏
返
し
に
す
る
挿
図
参
照

。

と
の
見
解
を
示
し
た
。
御
幣
は
主
と
し
て
「
鏡
（
頭
紙
）」
と
「
紙
垂
」
よ
り
成
り
、
こ
れ
を
串
で
挿
ん
だ
も
の
が
、
基
本
的
な
構
造
と
さ

れ
る
。「
紙
垂
」
の
意
義
は
「
し
だ
れ
」
の
約
言
で
あ
る
と
い
い
、「
四
手
」
と
も
表
す
紙
垂
の
淵
源
は
、『
古
事
記
』
天
石
窟
（
天
石
屋
戸
）

の
条
の
「
五
百
津
真
賢
木
」
に
取
り
垂し

で
た
「
白
丹
寸
手
」「
青
丹
寸
手
」
で
あ
る
。
古
く
は
「
木
綿
」
が
用
い
ら
れ
た
が
、
後
に
は
紙
片

と
さ
れ
た
。
前
記
の
幣
串
ほ
か
、
神
籬
や
大
麻
・
小
麻
、
玉
串
、
注
連
縄
な
ど
、
様
々
な
神
祭
具
に
も
取
り
垂
で
ら
れ
て
お
り
、
祭
祀
・

神
事
に
当
た
っ
て
は
広
く
用
い
ら
れ
る
も
の
と
知
れ
る
。
折
り
方
に
も
、
吉
田
家
流
と
白
川
家
流
の
二
流
が
あ
っ
た
と
い
う(

)。
10
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な
お
、
本
書
に
は
見
え
な
い
が
、
小
さ
な
御
幣
を
「
幣
束
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
「
鏡
」
と
「
紙
垂
」
を
別
紙
に
て
作
ら
ず
、

一
紙
（
金
属
製
は
板
一
枚
）
を
以
て
作
製
す
る
様
式
も
各
所
で
見
受
け
る
（
図
２
に
み
る
御
幣
は
こ
の
形
に
類
す
る
）。

幣
帛
に
関
す
る
理
解
は
八
束
氏
に
限
ら
ず
、
宗
教
学
よ
り
梅
田
義
彦
氏
も
幣
帛
に
つ
い
て
は
「
御
幣
・
幣
と
も
書
き
、﹇
み
て
ぐ
ら
﹈
と

い
ふ
。
満
座
の
意
で
あ
る
。
神
祇
に
献
る
も
の
の
総
称
」
と
し
て
、
神
饌
と
共
に
神
祇
に
供
す
る
大
切
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た(

)。
ま
た
、

11

大
宝
（
養
老
）
神
祇
令
及
び
同
職
制
律
の
記
載
に
基
づ
き
、
古
代
国
家
の
神
祇
官
に
よ
る
祭
祀
に
於
い
て
は
、
幣
帛
・
神
饌
の
清
浄
整
美

な
弁
備
に
深
く
配
慮
さ
れ
て
い
た
と
説
く
。
本
稿
で
対
象
と
す
る
「
御
幣
」
に
関
す
る
言
及
は
な
い
が
、
そ
の
種
類
に
つ
い
て
は
、

①
布
帛

②
紙

③
玉

④
兵
器

⑤
銭
貨

⑥
器
物

⑦
鳥
獣

と
し
て
、
八
束
氏
が
示
し
た
も
の
と
凡
そ
一
致
す
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
も
幣
帛
類
に
つ
い
て
梅
田
氏
は
、『
古
事
記
』
や
『
延
喜
式
』
な
ど
、

典
拠
と
す
る
文
献
史
料
に
み
た
古
代
に
於
け
る
各
種
の
用
例
を
具
体
的
に
示
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
解
説
さ
れ
た
。

一
例
と
し
て
は
、
天
皇
の
即
位
後
に
京
畿
・
七
道
の
諸
社
五
十
三
所
に
使
者
を
遣
わ
し
、
神
宝
・
幣
帛
を
奉
り
て
宝
祚
の
長
久
・
国
家

の
平
安
を
祈
ら
し
め
る
一
代
一
度
の
「
大
神
宝
使
」（
大
奉
幣
と
も
）
や
、
伊
勢
の
神
宮
の
式
年
遷
宮
に
当
た
り
調
進
さ
れ
る
神
宝
・
御
装

束
が
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
と
対
比
さ
せ
る
よ
う
に
、
明
治
以
後
、
第
二
次
大
戦
終
戦
ま
で
の
期
間
、
官
国
幣
社
以
下
村
社
に
至
る

ま
で
の
各
社
に
支
出
さ
れ
て
い
た
神
饌
・
幣
帛
料
の
金
額
を
、
梅
田
氏
は
社
格
や
祭
祀
の
種
類
ご
と
に
詳
し
く
示
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、「
御
妙
座
（
布
帛
の
台
）」
と
「
満
座
」
と
い
う
語
義
に
関
す
る
理
解
に
は
差
違
が
認
め
ら
れ
る
が
、「
御
霊
代
」
の
例

を
除
け
ば
、
八
束
氏
、
梅
田
氏
と
も
に
、
幣
帛
を
神
祇
に
供
献
す
る
品
々
の
意
と
し
た
点
で
一
致
し
て
お
り
、
両
氏
の
解
説
を
鑑
み
る
と
、

「
幣
帛
」
と
は
奉
献
品
の
称
で
あ
り
、
ま
た
「
御
幣
」
は
そ
の
一
種
、
或
い
は
別
称
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
御
幣
の
用
例
に
つ
い
て
は
前
記
の
神
社
有
職
故
実
や
宗
教
学
ほ
か
、
民
俗
学
の
立
場
よ
り
萩
原
龍
夫
氏
も
論
じ
て
い
る
。

萩
原
氏
は
「
ヌ
サ
と
ミ
テ
グ
ラ
」
と
し
て
各
種
の
御
幣
の
性
格
を
示
し
、
総
括
し
て
幣
に
は
、

建築儀礼に於ける御幣45
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①
財
物

②
採
物

③
祭
壇
の
標
示

④
呪
力
あ
る
樹
皮

の
、
四
つ
の
系
統
が
あ
る
と
さ
れ
た(

)。
財
物
に
関
し
て
は
布
帛
（
衣
類
）・
繊
維
（
ヌ
サ
）
や
紙
な
ど
神
へ
の
「
贈
り
物
」
と
表
し
て
、
八

12

束
・
梅
田
両
氏
の
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
供
献
の
品
々
と
す
る
説
と
共
通
し
た
理
解
が
見
て
取
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
採
物
（
神
の
御
手

に
採
ら
れ
る
）
や
神
聖
な
樹
幹
・
樹
枝
と
の
関
連
か
ら
「
ミ
テ
グ
ラ
」
に
つ
い
て
は
、「
ミ
テ
グ
ラ
の
ミ
は
敬
語
、
ク
ラ
は
神
霊
の
よ
り
付

き
安
定
す
る
も
の
の
意
と
し
か
思
え
ぬ
」
と
し
て
、「
本
来
神
の
憑
り
代
の
意
味
で
あ
ろ
う
」
と
論
じ
、
奉
献
さ
れ
た
財
物
で
あ
る
「
幣
帛
」

と
表
記
の
混
用
が
生
じ
て
は
い
る
も
の
の
、「
ミ
テ
グ
ラ
」
は
本
来
、
神
霊
の
憑
り
付
く
「
憑
り
代
」(

)で
あ
っ
た
と
説
き
、
八
束
氏
、
梅
田

13

氏
と
は
異
な
る
語
義
に
基
づ
く
見
解
を
示
し
て
い
る
。

「
ヘ
イ
ハ
ク
」
と
「
ミ
テ
グ
ラ
」
と
の
関
係
や
、「
ミ
テ
グ
ラ
」
の
字
義
に
関
す
る
解
釈
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、「
幣

帛
（
ヘ
イ
ハ
ク
）」「
御
幣
（
ゴ
ヘ
イ
）」
と
称
す
る
場
合
は
、
前
述
の
三
氏
の
説
に
基
づ
き
、
祭
礼
・
神
事
に
て
神
々
へ
と
捧
げ
る
品
々
、

即
ち
奉
献
品
と
し
て
の
性
格
が
第
一
義
で
あ
っ
た
と
判
断
で
き
る
の
で
あ
る
。

祭
礼
に
当
た
り
幣
帛
（
御
幣
）
を
献
じ
る
こ
と
は
、
図
像
資
料
に
於
い
て
は
古
く
『
年
中
行
事
絵
巻
』（
住
吉
本
・
田
中
家
蔵
）
の
「
祇

園
御
霊
会
」（
第
九
巻
）
や
「
稲
荷
祭
」（
第
一
二
巻
）、「
今
宮
祭
」（
同
巻
）、「
城
南
宮
祭
」（
第
一
三
巻
）、「
賀
茂
祭
使
の
行
列
」（
第
一

六
巻
）
な
ど
に
み
え
る(

)。
こ
こ
で
は
御
幣
が
祭
礼
行
列
に
て
捧
げ
持
た
れ
て
お
り
、
原
本
が
後
白
河
法
皇
の
命
に
よ
っ
て
院
政
期
に
成
立

14

し
た
と
さ
れ
る
点
を
踏
ま
え
る
と
、
遅
く
と
も
同
時
期
に
は
、
大
き
さ
や
形
状
な
ど
様
々
な
様
式
の
御
幣
の
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

そ
の
後
、
鎌
倉
後
期
の
弘
安
十
一
年
（
一
二
八
八
）
に
製
作
さ
れ
た
『
山
王
霊
験
記
』（
全
一
巻
、
静
岡
・
日
枝
神
社
蔵
）
に
は
、
遥
か

彼
方
に
日
吉
社
（
現
日
吉
大
社
、
滋
賀
県
）
を
望
む
形
で
、
平
安
京
の
関
白
・
藤
原
頼
通
邸
の
庭
上
を
斎
場
と
し
、
案
上
に
御
幣
を
立
て

並
べ
て
供
物
を
置
き
、
頼
通
以
下
左
右
の
大
臣
が
祭
壇
を
前
に
、
遠
方
の
日
吉
山
王
社
を
拝
す
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る(

)。
15

さ
ら
に
時
代
は
下
り
、
南
北
朝
期
の
成
立
と
さ
れ
る
『
不
動
利
益
縁
起
』（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
第
二
段
に
も
、
阿
部
（
安
倍
）
清
明

46
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が
祭
壇
に
幣
を
立
て
て
供
物
を
並
べ
、
付
喪
神
を
祀
っ
て
祈
祷
す
る
様
子
が
描
か
れ
る(

)。
前
記
の
『
山
王
霊
験
記
』
と
合
わ
せ
て
、
こ
う

16

し
た
祭
壇
に
立
て
ら
れ
る
御
幣
の
解
釈
に
つ
い
て
は
今
後
一
層
の
検
討
を
要
す
る
問
題
で
は
あ
る
が
、
一
方
で
、
同
じ
く
南
北
朝
・
室
町

期
ま
で
に
成
立
し
て
い
た
と
さ
れ
る
『
福
富
草
子
』
に
於
い
て
は
、
手
ず
か
ら
御
幣
を
調
進
し
て
道
祖
神
に
参
詣
す
る
老
夫
（
高
向
秀
武
）

の
姿
が
描
か
れ
て
お
り(

)、
御
幣
が
神
祠
へ
の
参
詣
に
際
し
て
の
捧
げ
物
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
よ
う
。

17

こ
れ
ら
の
例
に
限
ら
ず
、
神
祇
に
奉
ら
れ
る
「
御
幣
」
を
描
い
た
図
像
資
料
は
数
多
く
、
幣﹅

帛
を
神
前
に
奉﹅

る
、
即
ち
「
奉
幣
」
す
る

と
い
う
こ
と
が
、
神
拝
に
際
し
て
は
重
要
な
行
為
で
あ
っ
た
と
理
解
し
て
も
差
し
支
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

神
拝
・
参
詣
ほ
か
、
各
神
社
に
於
け
る
重
要
な
祭
祀
・
神
事
に
あ
っ
て
は
、
梅
田
氏
の
挙
げ
た
天
皇
に
よ
る
大
神
宝
使
ほ
か
勅
使
を
始

め
、
奉
幣
使
、
近
世
の
例
幣
使
、
近
代
の
神
社
制
度
に
於
け
る
幣
饌
料
供
進
使
、
現
代
の
神
社
本
庁
の
献
幣
使
に
代
表
さ
れ
る
、
幣
帛
を

献
じ
る
た
め
の
使
者
を
差
遣
し
て
神
前
に
幣
帛
（
或
い
は
そ
の
料
）
を
供
進
す
る
例
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
時
代
ご
と
に
性
質
・
意

義
を
異
に
す
る
が
、
古
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
、
神
前
に
幣
帛
を
奉
る
こ
と
が
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
梅
田
氏
の
解
説
か
ら
、
明
治
以
降
の
神
社
制
度
下
で
は
神
社
ご
と
の
社
格
に
応
じ
て
、「
神
饌
料
」「
幣
帛
料
」
の
金
額
が

細
か
く
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
も
の
の
、
一
方
で
、
現
品
の
幣
帛
の
一
種
で
あ
る
御
幣
に
つ
い
て
は
、
近
代
の
神
社
祭
式

の
中
で
祭
具
と
し
て
ど
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
、
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

明
治
以
来
、
現
在
ま
で
の
神
社
の
祭
式
を
考
え
る
上
で
基
本
を
な
す
の
が
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
四
月
の
式
部
寮
達
「
神
社
祭
式
」

で
あ
る
。
そ
の
内
容
を
明
示
す
る
目
的
で
式
部
寮
の
編
纂
し
た
『
神
社
祭
式
』
で
は
、
祭
典
・
祭
儀
の
儀
式
次
第
を
始
め
て
、
祝
詞
、
神

饌
、
社
頭
装
飾
（
舗
設
図
）
が
定
め
ら
れ
た(

)。
同
書
で
は
、
舗
設
図
に
続
け
て
彩
色
し
た
祭
具
類
の
図
版
も
載
せ
ら
れ
る
が
、
本
図
に
つ

18

い
て
は
「
殊
に
巻
末
に
記
さ
れ
た
数
十
の
調
度
の
図
は
永
く
後
代
の
規
範
と
な
つ
て
今
に
至
つ
て
ゐ
る
」
と
し
て(

)、
こ
れ
ら
祭
器
具
・
調

19

度
品
の
図
が
、
現
代
に
至
る
ま
で
の
規
範
の
一
つ
と
し
て
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
及
ぼ
し
た
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
図
版
の
中
に
は
、
明

建築儀礼に於ける御幣47
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治
初
頭
に
「
幣
物
」
で
あ
っ
た
「
金
貨
」
の
奉
献
様
式
も
含
ま
れ
る
が
、
一
方
で
、「
御
幣
」
に
つ
い
て
は
寸
法
・
折
り
下
げ
方
は
も
と
よ

り
、
そ
れ
自
体
に
関
す
る
記
載
が
み
え
な
い
。
即
ち
、
全
国
的
な
統
一
を
み
た
近
代
初
頭
の
神
社
祭
式
に
あ
っ
て
、
御
幣
の
様
式
は
統
一

さ
れ
る
こ
と
な
く
、
規
範
も
特
段
に
は
示
さ
れ
ず
、
神
社
や
地
域
ご
と
の
伝
統
・
慣
習
に
任
せ
ら
れ
た
と
も
解
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ

も
御
幣
と
は
、
ど
の
よ
う
な
由
来
の
神
祭
の
用
具
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

二
、
古
典
に
よ
る
「
御
幣
」
の
起
源
・
由
来

前
記
の
よ
う
に
八
束
氏
・
梅
田
氏
と
も
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、「
御
幣
」
の
語
句
の
初
見
は
、『
古
事
記
』
天
石
屋
戸
条
で
あ
る(

)。
20

天
の
香
山
の
五
百
津
真
賢
木
を
、
根
こ
じ
に
こ
じ
て
、
上
つ
枝
に
八
尺
の
勾
璁
の
五
百
津
の
御
す
ま
る
の
玉
を
取
り
著
け
、
中
つ
枝

に
八
尺
の
鏡
を
取
り
繋
け
、
下
つ
枝
に
白
丹
寸
手
・
青
丹
寸
手
を
取
り
垂
で
て
、
此
の
種
々
の
物
は
、
布
刀
玉
命
、
ふ
と
御
幣
と
取

り
持
ち
て
、
天
の
児
屋
の
命
、
ふ
と
詔
戸
言
禱
き
白
し
て
、

『
古
事
記
』
の
「
天
の
石
屋
戸
」
説
話
で
は(

)、
天
の
石
屋
戸
に
籠
っ
た
天
照
大
御
神
を
外
へ
と
招
き
迎
え
る
た
め
に
、
天
の
香
山
の
「
五
百

21

津
真
賢
木
」
を
根
よ
り
掘
り
起
こ
し
、
そ
の
上
の
枝
に
「
八
尺
の
勾
璁
の
五
百
津
の
御
す
ま
る
の
玉
」
を
、
中
の
枝
に
「
八
尺
の
鏡
」
を

取
り
つ
け
、
下
の
枝
に
は
「
白
丹
寸
手
」「
青
丹
寸
手
」
を
取
り
垂
で
て
、
こ
れ
を
総
じ
て
「
布ふ

刀と

御み
て

幣ぐ
ら

」
と
し
て
布
刀
玉
命
が
捧
げ
持
ち
、

合
せ
て
天
児
屋
命
が
「
布ふ

刀と

詔の
り

戸と

言ご
と

（
祝
詞
）」
を
寿
ぎ
奏
上
し
た
こ
と
が
み
え
る
。

こ
う
し
た
説
話
は
『
日
本
書
紀
』
に
も
み
え
、『
古
事
記
』
で
「
布
刀
御
幣
」
と
さ
れ
た
も
の
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

○
巻
第
一
﹇
第
七
段
﹈
本
文(

)

「
五
百
箇
真
坂
樹
」
上
枝
「
八
坂
瓊
の
五
百
箇
の
御
統
」、
中
枝
「
眞
經
津
鏡
」（
一
説
に
「
八
咫
鏡
」
と
も
）

22

下
枝
「
青
和
幣
」「
白
和
幣
」

48
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○
同
「
一
書
」
第
三(

)

「
眞
坂
木
」
上
枝
「
八
咫
鏡
」

中
枝
「
八
坂
瓊
曲
玉
」

下
枝
「
木
綿
」

23

表
記
こ
そ
異
な
る
が
、「
マ
サ
カ
キ
」
と
称
す
る
樹
木
の
枝
に
玉
と
鏡
、
和
幣
・
木
綿
を
取
り
懸
け
て
捧
げ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
同
じ
く

「
一
書
」
第
二
に
も
「
五
百
箇
の
真
坂
樹
の
八
十
玉
籤
」
を
採
ら
せ
、
こ
れ
を
以
て
神
祝
し
た(

)と
の
記
載
が
あ
る
。
よ
っ
て
『
古
事
記
』
や

24

『
日
本
書
紀
』（
以
降
『
書
紀
』）
か
ら
は
、
神
前
に
て
祈
願
す
る
に
際
し
、
鏡
や
「
御
統
（
曲
玉
）」、「
幣
（
木
綿
）」
を
マ
サ
カ
キ
に
取
り

懸
け
て
捧
げ
物
と
し
た
と
す
る
祭
祀
の
姿
が
浮
か
び
上
が
り
、
こ
れ
こ
そ
が
神
話
に
み
た
奉
献
品
の
起
源
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
真
賢
木
に
取
り
懸
け
て
天
照
大
御
神
に
捧
げ
ら
れ
た
「
八
尺
鏡
」
に
つ
い
て
は
、『
書
紀
』「
一
書
」
第
二
に
「
是
の

時
に
、
鏡
を
以
て
其
の
石
窟
に
入
れ
し
か
ば
、
戸
に
觸
れ
て
小
瑕
つ
け
り
。
其
の
瑕
、
今
に
猶
存
。
此
即
ち
伊
勢
に
崇
秘
る
大
神
な
り
」

と
あ
る
の
を
始
め
て
、
天
孫
降
臨
に
際
し
て
天
照
大
御
神
が
邇
邇
芸
命
に
八
尺
の
勾
璁
・
鏡
・
草
那
芸
剣
を
授
け
る
に
当
た
り
、
鏡
を
大

御
神
の
「
御
魂
」
と
な
し
て
、
大
御
神
の
前
を
拝
む
よ
う
に
鏡
を
丁
重
に
扱
う
よ
う
示
さ
れ
る
な
ど(

)、「
宝
鏡
」「
斎
鏡
」
と
も
称
さ
れ
る

25

「
八
尺
鏡
」
は
、
天
照
大
神
の
神
威
の
象
徴
に
ま
で
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
（『
書
紀
』
第
九
段
「
一
書
」
第
二
）、
真
賢
木
に
掛
け
ら
れ
た

鏡
は
、
時
と
し
て
奉
献
品
が
神
霊
の
表
象
・
象
徴
的
存
在
に
も
成
り
得
る
こ
と
を
示
す
最
初
の
事
例
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、「
御
幣
」
の
語
句
の
初
見
と
さ
れ
る
〔
鏡
・
玉
・
丹
寸
手
を
つ
け
た
五
百
津
真
賢
木
〕
と
、
本
稿
で
対
象
と
し
た
御
幣
と
の
関
係

に
つ
い
て
、
注
目
す
べ
き
点
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
御
幣
の
構
造
で
あ
る
。
八
束
氏
の
解
説
に
あ
る
通
り
、
御
幣
は
頭
紙
を
「
鏡
」
と

も
称
し
、
ま
た
「
丹
寸
手
（
和
幣
）」「
木
綿
」
に
由
来
す
る
「
紙
垂
」
を
取
り
掛
け
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
前
述
の
「
真
賢
木
」
の

形
状
を
模
し
た
も
の
、
象
徴
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
判
断
で
き
よ
う
。
即
ち
、
マ
サ
カ
キ
に
掛
け
ら
れ
た
八
咫
鏡
が
、
捧
げ
物
を
起
源
と

し
つ
つ
、
後
に
神
祇
の
象
を
表
す
宝
鏡
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
記
紀
の
説
話
か
ら
は
、
数
あ
る
捧
げ
物
・
奉
献
品

の
中
で
も
殊
に
「
御
幣
」
と
表
す
場
合
、
語
義
・
形
状
と
も
に
鏡
の
掛
け
ら
れ
た
五
百
津
真
賢
木
と
の
関
係
を
意
識
し
た
、
換
言
す
れ
ば

「
御
幣
」
と
は
、
神
祇
の
象
徴
・
表
象
に
一
層
近
い
奉
献
品
に
深
い
由
縁
を
有
す
る
祭
具
で
あ
っ
た
と
考
え
得
る
の
で
あ
る
。

建築儀礼に於ける御幣49
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三
、
儀
礼
次
第
に
み
た
御
幣
―
近
世
の
建
築
儀
礼
に
於
け
る
役
割
―

古
典
に
よ
る
御
幣
の
起
源
と
、
そ
こ
に
み
え
る
御
幣
の
特
質
に
関
し
て
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
、
以
降
は
本
稿
で
目
的
と
す
る
、
近
世
の

建
築
儀
礼
に
関
わ
る
次
第
・
図
像
の
整
理
を
通
じ
て
、
御
幣
の
役
割
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
と
思
う
。
こ
こ
で
は
、

〔
一
〕
國
學
院
大
學
所
蔵
「
地
祭
神
前
之
図
式
」(

)（
巻
子
装
、
全
一
巻
、
縦
二
六
・
〇

×
横
二
八
六
・
二

）

26

cm

cm

〔
二
〕
三
嶋
神
社
文
庫
蔵
「
唯
一
神
道
大
工
傳
授
」（
以
降
、「
大
工
伝
授
」
と
も
表
す
）、（
巻
子
装
、
上
下
二
巻
）

上
巻
〔
縦
一
八
・
六

・
横
四
四
〇
・
〇

〕、
下
巻
〔
縦
一
八
・
六

・
横
三
〇
三
・
五

〕

cm

cm

cm

cm

〔
三
〕『
匠
家
必
用
記
』

版
本
、
全
三
巻
。
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
序
。

〔
四
〕『
匠
家
故
實
録
』（
以
降
、「
匠
家
故
実
録
」
と
表
す
）

版
本
、
全
三
巻
。
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
序
。

以
上
、
四
点
の
資
料
を
対
象
と
し
て
考
察
を
試
み
る
。
書
誌
は
そ
れ
ぞ
れ
示
し
た
通
り
で
あ
る(

)。
な
お
、
四
点
を
検
討
対
象
と
す
る
理
由

27

と
関
係
し
て
、
近
世
の
建
築
儀
礼
に
関
わ
る
資
料
は
、
大
別
し
て
次
の
三
種
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

①

本
文
・
図
像
が
全
て
筆
書
さ
れ
た
も
の
。

②

本
文
は
書
写
さ
れ
、
図
像
部
分
は
木
版
で
刷
ら
れ
た
も
の
。

③

版
本
。

①
に
つ
い
て
は
、
㈠
「
吉
田
家
、
白
川
家
な
ど
本
所
と
称
さ
れ
る
神
祇
道
家
よ
り
作
法
を
伝
授
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
」
や
、

㈡
「
神
道
説
の
門
人
や
仏
僧
そ
の
他
に
よ
る
、
各
師
説
の
写
本
」
な
ど
が
あ
る
。
㈠
に
関
し
て
、
近
世
に
は
神
社
の
神
職
の
み
な
ら
ず
、

大
工
の
棟
梁
も
建
築
儀
礼
に
関
わ
る
諸
祭
を
執
行
す
る
た
め
吉
田
家
や
白
川
家
に
入
門
し
、
或
い
は
そ
の
門
人
で
あ
っ
た
各
地
の
神
社
の

神
職
を
通
じ
て
儀
礼
作
法
の
伝
授
を
受
け
て
お
り(

)、
本
稿
で
用
い
る
資
料
と
し
て
は
〔
一
〕「
地
祭
神
前
之
図
式
」
が
こ
れ
に
当
た
る
。

28
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②
も
、
①
の
㈠
と
凡
そ
同
様
の
目
的
で
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
図
画
部
分
が
図
版
と
さ
れ
る
こ
と
で
、
筆
者
に
よ
る
誤
写
を

な
く
し
、
ま
た
画
一
的
な
、
よ
り
規
格
化
さ
れ
た
次
第
（
斎
場
・
祭
壇
の
配
置
な
ど
）
を
伝
授
す
る
の
に
有
効
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

〔
二
〕「
唯
一
神
道
大
工
伝
授
」
は
、
こ
こ
に
分
類
で
き
る
。
但
し
、
本
書
の
木
版
刷
り
の
図
解
は
手
彩
色
さ
れ
て
い
る
。

③
は
、
版
元
に
よ
り
作
ら
れ
、
一
般
に
受
容
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
吉
田
家
や
白
川
家
に
入
門
し
て
い
な
く
と
も
、
書
籍
を
入
手
で
き

れ
ば
番
匠
や
施
主
ほ
か
、
誰
も
が
読
む
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
版
元
が
複
数
に
及
ぶ
場
合
、
或
い
は
多
地
域
に
及
ん
だ
場
合
は
、

よ
り
広
範
囲
に
普
及
し
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。〔
三
〕『
匠
家
必
用
記
』
や
〔
四
〕『
匠
家
故
実
録
』
が
こ
の
類
型
と
い
え
る
。

前
記
の
四
点
を
対
象
と
し
た
の
は
、
以
上
の
よ
う
に
限
定
層
と
非
限
定
層
、
両
者
の
建
築
儀
礼
の
受
容
動
向
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き

る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
わ
ず
か
四
例
で
は
あ
る
が
、
近
世
の
建
築
儀
礼
に
於
け
る
御
幣
の
用
例
を
読
み
解
く
た
め
の
足
掛
か
り
と
し

て
、
ま
ず
は
「
地
祭
神
前
之
図
式
」
か
ら
考
察
す
る
。

Ⅰ

國
學
院
大
學
所
蔵
「
地
祭
神
前
之
図
式
」
に
み
た
用
例

本
書
は
、「
地
祭
神
前
之
図
式
」（
以
降
「
図
式
」
と
も
略
す
）
と
題
さ
れ
た
資
料
で
あ
る
。
但
し
、
こ
れ
は
資
料
内
容
全
体
を
表
し
た

も
の
で
は
な
く
、
最
初
に
記
さ
れ
た
神
事
次
第
名
に
よ
る
。
表
題
と
奥
付
を
欠
く
た
め
、
制
作
者
や
伝
授
の
系
統
な
ど
は
定
か
で
な
い
。

本
書
は
「
地
祭
」
に
始
ま
り
、「
釿
始
之
式
法
」
と
「
國
津
御
柱
建
塲
之
節
圖
」、
ま
た
小
題
は
み
え
な
い
が
「
棟
上
祭
」
ま
で
の
諸
祭
に

於
け
る
神
前
の
様
式
・
作
法
を
、
図
解
と
次
第
書
を
以
て
示
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
前
記
の
分
類
の
中
で
も
触
れ
た
通
り
、
本
文
・
図

像
と
も
書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
図
像
は
彩
色
さ
れ
て
注
記
も
み
え
る
。

こ
う
し
た
由
縁
の
定
か
で
な
い
本
書
で
は
あ
る
が
、
そ
の
由
来
の
一
部
を
知
る
た
め
の
大
き
な
手
掛
か
り
と
な
る
資
料
が
あ
る
。
そ
れ

が
、
二
番
目
に
挙
げ
た
「
唯
一
神
道
大
工
伝
授
」
な
の
で
あ
る
。

建築儀礼に於ける御幣51
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同
書
は
奥
書
に
よ
る
と
、
江
戸
後
期
の
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
三
月
、「
唯
一
神
道
大
工
行
事
」
と
し
て
「
神
祇
管
領
長
上
」
で
あ
る

「
吉
田
二
位
殿
御
直
門
」
の
「
矢
部
日
向
守
菅
原
光
等
」
か
ら
、
門
人
の
「
片
岡
傳
吉
」
へ
と
伝
授
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
伝
吉
の
縁

者
で
あ
ろ
う
か
、
箱
書
き
か
ら
は
明
治
三
十
六
年
（
一
九
〇
三
）
正
月
、「
鶴
岡
房
吉
」
の
代
に
修
補
さ
れ
た
こ
と
が
知
れ
る
。
神
社
名
・

地
名
等
が
明
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
矢
部
光
等
が
ど
う
い
っ
た
人
物
か
定
か
で
な
い
た
め
今
後
の
調
査
課
題
で
は
あ
る
が(

)、
光
等
を
通
じ
て

29

片
岡
伝
吉
が
吉
田
神
道
の
大
工
行
事
作
法
を
授
与
さ
れ
た
も
の
と
み
て
問
題
な
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
「
大
工
伝
授
」
の
内
容
を
「
図
式
」
と
比
較
し
た
と
こ
ろ
、「
大
工
伝
授
」
は
冒
頭
で
建
築
儀
礼
の
大
意
（
意
義
・
由
縁
）
が
詳
し

く
示
さ
れ
た
後
に
「
地
祭
神
前
之
圖
式
」
以
下
の
諸
祭
式
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
を
除
け
ば
、
送
り
仮
名
が
漢
字
（「
図
式
」）
か
平

仮
名
（「
大
工
伝
授
」）
か
な
ど
僅
か
な
相
違
は
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
は
両
書
の
本
文
内
容
の
九
割
ほ
ど
が
一
致
し
、
ま
た
画
像
も
同
一

の
構
図
で
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
（【
図
３
】
を
参
照
）。

先
述
の
通
り
「
大
工
伝
授
」
で
は
木
版
の
図
解
が
示
さ
れ
て
お
り
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
と
同
じ
図
像
の
描
か
れ
た
「
図
式
」
に
つ
い

て
も
、
吉
田
神
道
に
よ
り
規
格
化
さ
れ
た
図
像
を
載
せ
て
い
る
と
い
え
、
合
せ
て
両
書
の
本
文
が
ほ
ぼ
一
致
す
る
こ
と
も
踏
ま
え
る
と
、

國
學
院
大
學
所
蔵
の
「
図
式
」
は
、
唯
一
神
道
（
吉
田
神
道
）
に
よ
る
大
工
行
事
作
法
の
伝
授
次
第
書
、
ま
た
は
、
そ
の
写
本
で
あ
っ
た

こ
と
が
推
定
さ
れ
よ
う
。「
図
式
」
と
「
大
工
伝
授
」
の
内
容
が
凡
そ
同
一
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
は
二
点
の
資
料
の
内
、「
図

式
」
の
内
容
を
主
と
し
て
紹
介
す
る
。「
大
工
伝
授
」
に
つ
い
て
は
比
較
・
対
照
の
た
め
の
図
版
を
載
せ
る
に
留
め
た
い
。
な
お
、
本
文
を

紹
介
す
る
に
際
し
て
は
、
次
の
凡
例
に
従
う
も
の
と
す
る
。

〇
旧
字
体
・
行
取
り
は
原
資
料
の
ま
ま
と
し
た
が
、
異
体
字
は
通
行
字
に
改
め
て
、
読
点
は
筆
者
が
補
っ
た
。

〇
本
文
を
読
み
取
り
易
く
す
る
た
め
、
春
（
す
）、
天
・
帝
・
而
（
て
）、
尓
・
丹
（
に
）、
能
・
農
・
乃
（
の
）、
者
（
は
）、
里
（
り
）、

由
（
ゆ
）、
越
（
を
）
等
は
小
字
で
示
し
た
。

52
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「
地
祭
神
前
之
圖
式
」

（
本
式
次
第
の
み
二
段
組
み
で
示
し
た
）

図
像
（
図
三
‐
一
）

住
之
旨
祈
願
し
、
次
尓
扇
子
を
取
て
二
揖
し
、
次
尓

先
東
南
能
方
ニ
、
又
者
其
年
の
明
キ
惠
方
尓
向
ひ
て

立
て
四
方
拝
の
事

神
拝
シ
、
そ
の
所
能
地
面
中
央
尓
神
前
を
構
へ
、
清

東
方
能
木
の
神
農
幣
尓
向
て
二
拝
、
次
ニ

女
つ
敷
物
越
し
記
四
方
尓
注
連
を
引
、
入
口
よ
り
謹
で

南
方
の
火
能
神
乃
幣
尓
向
天
二
拝
、
次
ニ

神
社
能
鳥
居
ヘ
入
る
古
と
く
我
心
を
清
免
、
神
前
を
清

西
方
農
金
能
神
の
幣
尓
向
て
二
拝
、
次
ニ

ﾞ

免
、
地
所
を
清
め
て
心
能
内
尓
者
身
曽
貴
祓
を
咒
し

北
方
能
水
乃
神
能
幣
尓
向
天
二
拝
、
次
ニ

身
心
を
正
し
く
し
天
敷
物
の
上
へ
上
里
、
一
揖
禮
也
、

中
央
者
土
能
神
と
三
柱
能
幣
を
拝
し
て
齋
鋤

扇
子
越
笏
能
代
り
尓
持
謹
て
二
拝
、
次
尓
護
身

鍬
を
以
つ
て
東
能
方
よ
里
穴
を
ほ
り
幣
紙
并

神
法
拍
手
、
次
尓
御
祓
、
御
神
号
、
次
尓
供
物
御

五
穀
を
少
し
つ〳
〵
而
ん
じ
、
東
西
南
北
中
央
尓
よ
く
埋

酒
祝
詞
等
を
献
し
、
次
尓
地
鎮
堅
固
如
意
安

天
退
下

こ
れ
に
よ
る
と
、
地
祭
（
地
鎮
祭
）
に
際
し
て
は
、
ま
ず
東
南
の
方
向
或
い
は
そ
の
年
の
恵
方
に
向
か
っ
て
神
拝
し
、
斎
場
と
す
る
場

所
の
中
央
に
神
座
を
構
え
、
四
方
に
注
連
縄
を
張
っ
て
境
域
を
定
め
た
。
そ
の
後
、
心
と
神
前
、
地
所
を
清
め
、
心
の
内
に
て
「
身
曽
貴

祓
」
を
唱
え
、
拝
礼
を
し
た
後
、「
拍
手
」「
御
祓
」「
御
神
号
」「
供
物
御
酒
」「
祝
詞
」
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
次
に
、「
地
鎮
堅
固
如
意
安

住
」
の
旨
を
祈
願
し
て
、
四
方
の
幣
に
向
か
い
拝
礼
し
、
中
央
神
前
の
土
の
神
と
三
柱
の
幣
を
拝
し
た
後
、
斎
鋤
・
斎
鍬
を
用
い
て
穴
を

掘
り
、
幣
紙
と
五
穀
を
少
し
ず
つ
奠
じ
て
埋
め
て
、
退
下
し
た
と
さ
れ
る
。

図
像
で
は
、
三
本
の
大
き
な
白
紙
の
御
幣
と
、
そ
の
手
前
に
、
右
か
ら
順
に
青
・
赤
・
黄
・
白
・
黒
紙
の
五
つ
の
御
幣
が
台
に
立
て
ら

建築儀礼に於ける御幣53
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れ
た
様
が
描
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
こ
そ
が
地
祭
に
於
け
る
「
神
前
」
の
構
で
あ
っ
た
こ
と
が
見
て
取
れ
よ
う
。
ま
た
、
四
方
に
も
東
（
青
）、

南
（
赤
）、
西
（
白
）、
北
（
黒
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
色
紙
の
幣
を
立
て
る
。「
四
方
拝
」
の
際
に
向
い
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
御
幣
で
あ
る
。

54

【図３－１】「地祭神前之圖式」（「地祭神前之図式」）

【図３－２】「地祭神前之圖式」（「唯一神道大工伝授」）
大きな三本の白紙の御幣のうち、中央及び向かって左手の御幣の右側
の紙垂（五色幣の背後）には、四垂目と判断できなくもない描写があ
り、これらも元は四垂として描かれた可能性が考えられる。
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そ
の
形
状
に
つ
い
て
確
認
す
る
と
、
三
本
の
大
き
な
御
幣
は
三
垂
、
五
色
の
幣
は
四
垂
で
あ
り
、
紙
垂
は
全
て
手
前
に
折
り
下
げ
ら
れ
て

鏡
紙
の
手
前
に
挿
ま
れ
て
お
り
、
八
束
氏
の
謂
わ
れ
る
「
吉
田
家
流
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
書
で
は
五
方
（
四
方
＋
中
央
）
は
木
・
火
・
金
・
水
・
土
の
神
と
さ
れ
た
が
、
次
第
書
に
よ
っ
て
は
各
々
の
色
を
冠
し

た
龍
王
・
五
神
に
擬
え
る
こ
と
も
あ
り(

)、
ま
た
地
祭
に
限
ら
ず
、
五
色
の
幣
は
吉
田
神
道
の
他
の
行
事
で
も
用
い
ら
れ
て
い
た(

)。

30

31

地
祭
の
式
次
第
で
は
、
斎
場
の
中
央
に
神
前
を
構
え
た
後
は
、
特
段
「
神
を
降
ろ
す
」
或
い
は
「
神
を
招
く
」
な
ど
の
次
第
・
作
法
が

な
く
、
ま
た
退
下
の
前
に
も
「
神
を
送
る
」
と
い
っ
た
次
第
が
確
認
で
き
ず
、
供
物
を
埋
め
終
え
る
と
そ
の
ま
ま
退
下
と
な
っ
て
い
る
。

御
幣
の
用
例
に
つ
い
て
も
、
四
方
を
拝
す
る
際
に
は
東
・
南
・
西
・
北
・
中
央
の
順
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
位
の
神
の
御
幣
に
向
か
っ
て

拝
礼
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
、
捧
げ
ら
れ
た
御
幣
が
一
つ
の
目
印
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
冒
頭
で
は
南
か
恵
方
に
向
か
い
神
拝
す

る
こ
と
が
示
さ
れ
、
ま
た
祭
儀
中
は
捧
げ
た
御
幣
を
前
に
し
て
、
即
ち
御
幣
を
通
し
て
各
方
位
の
神
々
を
拝
礼
す
る
の
で
あ
っ
て
、
諸
方

位
に
象
徴
さ
れ
る
木
・
火
・
金
・
水
の
神
や
土
の
神
を
、
御
幣
に
招
き
寄
せ
て
奉
斎
す
る
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
見
て
取
れ
よ
う
。

斎
場
を
祓
い
清
め
て
神
号
を
唱
え
た
後
、
供
物
を
捧
げ
て
神
酒
を
献
じ
、
祝
詞
を
奏
上
し
て
堅
固
・
安
寧
を
祈
願
し
、
土
地
に
穴
を
掘
っ

て
幣
紙
・
五
穀
を
供
物
と
し
て
奉
奠
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
神
号
を
一
つ
の
起
点
と
し
て
、
即
ち
神
号
を
唱
え
る
こ
と
で
神
を
招
い
た
と
解

せ
な
く
も
な
い
が
、
地
祭
の
終
了
に
際
し
て
招
い
た
神
を
送
っ
て
は
お
ら
ず
、
拍
手
や
一
礼
、
一
揖
す
ら
も
し
な
い
点
を
鑑
み
る
と(

)、
や

32

は
り
本
式
に
て
は
御
幣
に
神
を
招
き
宿
す
の
で
な
く(

)、
御
名
を
唱
え
る
の
は
祭
る
神
々
を
称
え
る
目
的
で
あ
っ
た
と
も
読
め
る
。

33

以
上
の
地
祭
に
続
き
、「
釿
始
之
圖
式
」
が
記
さ
れ
る
。
こ
の
式
法
は
行
事
名
の
通
り
、
釿
（
木
材
の
荒
削
り
道
具
で
あ
る
）
を
以
て
行

う
用
材
の
加
工
始
め
で
あ
り
、
曲
尺
・
墨
斗
（
墨
計
）・
墨
糸
を
用
い
て
木
材
を
採
寸
・
線
引
き
し
、
釿
で
材
木
を
打
つ
所
作
を
神
前
に
て

奉
納
・
披
露
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
儀
礼
で
あ
る
。
神
事
に
直
接
関
わ
る
次
第
・
作
法
は
、
式
も
終
わ
り
の
神
拜
・
拍
手
・
御
祓
で
あ
っ

て
、
本
書
で
は
御
幣
と
の
関
わ
り
が
見
て
取
れ
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
略
す
こ
と
と
し
た
。
釿
始
の
次
は
、
柱
建
で
あ
る
。

建築儀礼に於ける御幣55
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「
國
津
御
柱
建
塲
之
節
圖
」

先
柱
一
本
中
程
丹
幣
一
本
弓
一
張
鏑
矢
を
鬼
門
尓

射
向
る
、
鏃
（
マ
マ
）

者
布
を
用
由
、
弓
能
長
サ
一
丈
二
尺
矢
者
八
尺
八

寸
縄
竹
屋
根
板
扇
子
染
苧
綿
鏡
色
絹
等
を
飾

里
其
外
見
合
春
へ
し
、
供
物
越
居
右
能
上
尓
捧
る
也
、
先
大
工

柱
能
正
面
ニ
向
て
二
拜
、
次
ニ
護
身
神
法
拍
手
御
祓
御
神

号
、
次
ニ
地
鎮
堅
固
能
祈
願
也
、
謹
請
天
御
柱
地
御
柱
、

謹
請
五
大
神
王
、
謹
請
天
神
第
五
代
角
樴
尊
、
謹
請

小
屋
安
兩
大
神
、
家
堅
具
足
如
意
安
住
守
利
幸
ひ
玉
へ
と

恐
ミ
申
春

こ
の
後
に
は
「
御
柱
建
能
歌
」
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。「
御
柱
建
」
は
「
立

柱
」
と
も
い
わ
れ
、
建
物
の
造
営
に
際
し
て
、
立
て
た
柱
の
堅
固
な
る
こ
と

を
祈
願
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
書
で
は
「
家
堅
具
足
如
意
安
住
」
を
守
る
べ

く
、「
地
鎮
堅
固
」
を
祈
願
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
柱
に
幣
と
（
鬼
門
に
射
向
け
た
）
弓
矢
を
取
り
つ
け
、
こ
れ

に
扇
子
三
面
を
円
形
に
広
げ
た
も
の
及
び
、
布
帛
を
取
り
垂
で
て
い
る
の

が
図
解
よ
り
わ
か
る
。
そ
の
前
に
は
供
物
が
置
か
れ
、「
謹
請
」さ
れ
た「
天

56

【図４】「國津御柱建塲之節圖」（右「神前之図式」、左「大工伝授」）
扇と布帛の色が異なるほか、「行事作法」には供物や祭神に関わる注記がみえる。
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御
柱
地
御
柱
」
ほ
か
の
神
々
を
祭
っ
た
。
そ
の
始
ま
り
に
際
し
て
は
、
先
ず
大
工
が
柱

の
正
面
に
向
か
い
二
拝
し
て
お
り
、
以
降
「
護
身
神
法
」「
拍
手
」「
御
祓
」「
御
神
号
」

の
作
法
が
続
く
。
次
第
に
は
謹
請
と
還
帰
の
作
法
が
詳
記
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
ど
の
よ

う
に
神
霊
を
招
送
し
た
か
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
神
祭
の
最
初
に
大
工
が
幣

と
弓
矢
を
付
け
た
御
柱
を
拝
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
を
神
霊
の
表
象
と
し
て
い

た
こ
と
が
推
察
で
き
よ
う
。

最
後
に
記
さ
れ
た
の
は
、
上
棟
の
図
像
と
次
第
で
あ
る
。

先
幣
三
本
長
サ
一
丈
弐
尺
、
中
能
串
六
寸
高
く
、
日
月
星
五

行
の
神
を
祭
る
、
左
右
尓
矢
鳫
股
鏑
矢
を
用
由
、
寸
尺
柱
立

と
同
し
、
又
幣
三
本
串
能
長
サ
七
尺
尓
し

て
棟
の
兩
方
と

中
尓
立
置
、
先
大
工
正
面
尓
て
一
鏡
一
見
し
て
扇
子
越
取

て
一
拜
し
、
次
ニ
坐
し
天
二
拝
し
、
次
丹
奉
幣
、
次
ニ
護
身

神
法
拍
手
御
祓
御
神
号
、
供
物
を
献
し
、
次
ニ
扇
子
を
取
天

二
拜
、
次
ニ
四
方
拜
畢
て
、
槌
打
小
工
三
人
何
れ
も
槌
越
持

弐
人
者
兩
方
能
棟
の
本
末
ニ
居
る
、
壱
人
者
棟
乃
中
程
尓
居

て
三
ヶ
所
一
同
ニ
打
合
す
る
、
是
を
三
拍
子
調
と
い
ふ
、
中
能
槌
ハ

外
よ
り
内
江
打
不
梨
、
大
工
大
音
尓
声
を
あ
ぐ
る

建築儀礼に於ける御幣57

【図５】「棟上祭」に関わる御幣台・祭壇の図式（「神前之図式」所載）
「大工伝授」の図版も同じ構図ではあるが、同書では祭壇横に棟札の描かれた点や、
三本の白紙の幣に、右から「月神」「日神」「星神」の注記のある点が異なる。
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本
文
に
は
続
け
て
三
度
の
音
声
の
文
言
及
び
、
小
工
の
槌
打
ほ
か
餅
米
・
銭
撒
き
等
の
次
第
が
記
さ
れ
る
が
、
略
す
も
の
と
す
る
。

図
解
で
は
、
棟
木
に
据
え
立
て
た
御
幣
を
中
心
に
祭
壇
の
様
子
が
描
か
れ
る
。
次
第
に
よ
れ
ば
、
棟
木
に
立
て
置
く
三
本
の
白
紙
の
御

幣
は
「
日
月
星
」
の
、
祭
壇
の
五
色
の
幣
は
「
五
行
」
の
神
を
そ
れ
ぞ
れ
祭
る
と
さ
れ
る
（
図
５
を
参
照
）。
棟
上
げ
に
当
た
っ
て
は
、
ま

ず
大
工
が
正
面
に
て
一
拝
し
、
ま
た
神
拝
の
席
に
座
し
て
二
拝
し
、「
奉
幣
」
し
て
、
次
に
他
の
神
事
と
同
じ
く
「
護
身
神
法
」「
拍
手
」

「
御
祓
」「
御
神
号
」
を
終
え
る
と
、
供
物
を
献
じ
て
い
る
。「
奉
幣
」
と
は
、
図
解
中
の
「
大
工
神
拜
」
と
注
記
さ
れ
た
座
席
の
右
脇
に
置

い
て
あ
る
御
幣
を
神
前
に
捧
げ
持
ち
、
拝
礼
・
祈
念
し
た
の
で
あ
ろ
う
か(

)。
34

こ
れ
ま
で
の
検
討
を
通
じ
て
、
本
書
か
ら
は
神
祭
に
於
け
る
御
幣
の
二
つ
の
重
要
な
役
割
・
用
い
方
が
見
て
取
れ
よ
う
。
一
つ
は
奉
幣

の
た
め
の
御
幣
、
即
ち
幣
帛
の
一
種
で
あ
っ
て
神
へ
の
捧
げ
物
と
し
て
、
ま
た
も
う
一
点
が
、
神
霊
を
拝
礼
或
い
は
招
請
す
る
に
当
た
っ

て
の
象
徴
・
表
象
と
し
て
の
役
割
と
い
え
る
。
即
ち
、
吉
田
神
道
の
伝
授
に
よ
る
近
世
の
建
築
儀
礼
に
関
わ
る
次
第
書
か
ら
は
、
御
幣
と

は
時
に
神
へ
の
奉
献
品
で
あ
り
、
ま
た
時
に
は
神
の
象
〔
カ
タ
チ
〕
を
表
す
も
の
と
い
う
、
二
つ
の
異
な
る
性
質
を
有
し
た
神
祭
の
用
具

で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。
儀
礼
の
次
第
書
の
分
類
に
当
た
り
、
本
書
は
受
容
層
が
限
定
さ
れ
る
も
の
と
し
た
が
、
そ
れ

で
は
、
よ
り
広
く
受
容
さ
れ
た
資
料
で
は
、
ど
の
よ
う
な
位
置
付
け
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
続
け
て
検
討
し
て
い
く
。

Ⅱ

『
俗
説
正
誤

匠
家
必
用
記
』

表
題
か
ら
も
窺
え
る
通
り
、
本
書
は
近
世
中
期
の
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）、
美
作
国
津
山
の
人
で
あ
る
立
石
定
凖
が
、
番
匠
に
よ
る
建

築
儀
礼
に
関
わ
る
故
実
の
正
誤
を
説
く
た
め
に
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
序
文
に
よ
る
と
著
者
の
定
凖
は
、
史
学
を
好
ん
で
国
史
を
読
み
、

「
文
籍
」
と
「
匠
具
」
を
扱
う
店
を
商
っ
て
い
た
と
さ
れ
る(

)。
本
書
は
全
三
巻
よ
り
成
る
が
、
上
・
中
巻
は
番
匠
の
神
の
起
源
や
儀
礼
の
由

35

緒
・
大
意
な
ど
が
記
さ
れ
て
お
り
、
儀
礼
に
於
け
る
仏
教
的
要
素
の
批
判
と
故
実
の
正
誤
の
主
張
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。

58
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具
体
的
な
建
築
儀
礼
に
つ
い
て
は
、
建
物
の
由
緒
・
由
縁
と
合

わ
せ
て
、「
地
鎮
」「
釿
始
」「
棟
上
」
の
神
事
に
関
わ
る
記
載
が
下

巻
に
収
め
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
特
に
御
幣
に
関
わ
る
も
の
は
、「
棟

上
の
事
」
で
あ
る
（
図
６
）。

棟
上
に
関
連
す
る
図
版
で
は
、
番
匠
に
よ
る
餅
撒
き
の
様
子
が

示
さ
れ
た
。
既
に
紹
介
し
た
「
神
前
之
図
式
」
や
「
大
工
伝
授
」

に
み
た
上
棟
作
法
と
同
じ
く
、
棟
木
に
は
三
本
の
御
幣
が
据
え
ら

れ
、
両
脇
に
弓
矢
を
立
て
、
そ
の
前
に
は
米
や
餅
ほ
か
、
海
産
物

や
酒
樽
な
ど
の
神
饌
が
供
え
ら
れ
て
い
る
。
本
書
「
神
前
備
物
の

事
」
に
よ
る
と
、
三
本
の
幣
の
内
、
左
右
の
御
幣
は
「
幣
」
と
し

て
そ
れ
ぞ
れ
白
紙
・
青
紙
に
て
作
ら
れ
、
中
央
の
扇
を
付
け
た
御

幣
は
「
大
幣
」
と
し
て
、「
番
匠
の
神
」
と
さ
れ
る
「
手
置
帆
負
命
」

と
「
彦
狭
知
命
」
の
神
号
を
記
し
た
板
が
付
け
ら
れ
る
。

次
第
で
は
「
兼
て
棟
に
棚
を
か
ま
へ
、
天
神
地
祇
を
祭
り
、
并

番
匠
の
神
の
御
神
名
を
板
に
書
て
、
大
幣
の
中
程
に
か
け
、
松
・

榊
を
以
て
飾
べ
し
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
棟
木
の
上
に
神
棚
を
構

え
て
幣
を
据
え
た
の
は
天
神
地
祇
を
祭
る
目
的
で
あ
っ
た
。
こ
れ

に
関
連
し
て
本
書
で
は
「
番
匠
の
祖
神
祭
の
事
」「
釿
始
の
神
事
」

建築儀礼に於ける御幣59

【図６】「棟上の図」（『俗説
正誤匠家必用記』下巻、〔右〕17 丁裏・〔左〕18 丁表）

〔三嶋神社文庫蔵〕
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に
於
い
て
も
、
番
匠
の
神
（
職
神
）
を
祭
る
に
当
た
っ
て
は
神
号
を
書
し
た
板
（
祖
神
祭
に
関
す
る
挿
絵
で
は
軸
装
さ
れ
た
紙
）
を
か
け
、

明
示
さ
れ
た
神
号
を
前
に
礼
拝
す
る
こ
と
が
著
さ
れ
て
お
り
、
神
号
を
神
の
印
璽
・
表
象
の
一
つ
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。幣

は
神
饌
と
共
に
「
神
前
の
備
物
」（
＝
供
物
）
の
一
つ
に
列
記
さ
れ
る
が
、
一
方
で
神
「
棚
」
を
構
え
る
と
し
て
大
幣
に
職
神
の
神
号

を
書
い
た
板
を
掛
け
、
そ
の
前
に
供
物
を
置
い
て
い
た
こ
と
を
合
せ
て
鑑
み
る
と
、
幣
は
捧
げ
物
に
留
ま
ら
ず
神
座
の
構
と
も
い
う
べ
き

役
割
を
果
た
し
、
そ
う
し
た
「
大
幣
」
を
見
て
、
人
々
は
目
に
は
見
え
な
い
神
々
の
顕
現
を
意
識
し
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
の
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
本
書
に
み
た
御
幣
の
役
割
と
は
、
神
祭
の
た
め
の
神
霊
の
象
徴
、
神
の
御
形
を
明
示
す
る
祭
具
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

Ⅲ

『
匠
家
故
実
録
』

最
後
に
、『
匠
家
故
実
録
』に
於
け
る
御
幣
の
用
例
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。
本
書
は
序
文
よ
り
、近
世
後
期
の
享
和
三
年（
一

八
〇
三
）、
松
浦
長
門
掾
が
記
し
た
建
築
儀
礼
に
関
す
る
文
献
で
あ
る
。
村
田
あ
が
氏
に
よ
れ
ば
、
著
者
の
松
浦
長
門
掾
は
号
を
東
鶏
・
名

を
久
信
と
い
い
、
松
浦
派
と
い
う
家
相
流
派
の
始
祖
と
し
て
広
く
関
西
で
活
躍
し
た
家
相
相
者
と
さ
れ
る(

)。
江
戸
・
大
坂
・
京
都
の
書
肆

36

に
よ
り
刊
行
さ
れ
た
本
書
は
、
上
・
中
・
下
の
全
三
巻
よ
り
成
る
。
東
鶏
は
上
巻
で
地
鎮
祭
の
大
意
及
び
、「
地
曳
」「
龍い
し

伏づ
え

」「
初て
お
の

釿は
じ
め

」

の
各
式
礼
を
著
し
、
ま
た
中
巻
に
は
「
清
鉋
」「
立
柱
」「
上む
ね

棟あ
げ

」
の
各
式
礼
を
、
下
巻
に
は
棟
札
や
供
物
、
幣
ほ
か
祭
具
な
ど
に
つ
い
て

記
し
た
。
各
式
礼
の
次
第
に
つ
い
て
は
施
主
の
経
済
規
模
に
見
合
っ
た
形
で
本
式
か
ら
略
々
式
ま
で
を
収
め
、
祝
詞
、
供
物
の
品
目
も
詳

説
し
、
斎
場
の
舗
設
や
祭
具
類
に
関
し
て
は
図
解
で
示
す
。
以
上
の
よ
う
に
、
各
人
の
作
法
に
関
わ
る
詳
細
な
記
述
こ
そ
な
い
が
、
本
書

は
建
築
儀
礼
に
関
す
る
意
義
を
始
め
て
、
式
礼
を
行
う
に
当
た
り
知
っ
て
お
く
べ
き
事
項
を
全
般
的
に
網
羅
し
て
お
り
、
大
工
・
番
匠
（
匠

家
）
や
施
主
が
建
築
儀
礼
を
知
る
た
め
の
優
れ
た
手
引
書
で
あ
る
と
い
え
る
。
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前
述
の
通
り
、
地
鎮
祭
は
大
意
が
述
べ
ら
れ
る
に
留
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
、
式
礼
と
し
て
は
最
初
と
な
る
「
地
曳
之
式
禮
」(

)
37

の
次
第
を
対
象
に
、
御
幣
の
用
例
に
重
点
を
置
き
な
が
ら
確
認
し
て
い
く
（
読
点
の
補
足
、
送
り
仮
名
の
小
字
は
筆
者
に
よ
る
）。
ま
ず
、

地
曳
の
作
法
式
ハ
地
鎮
祭
終
天
而
後
尓
良
辰
を
撰
び
其
屋
敷
地
尓
於
天
建
物
造
營
能
塲
尓
竹
を
立
て
細
繩
を
張
べ
し
建
物
何
箇
有
レ
之

と
も
同
断
な
り

、
扨
地
形
中

凡
中
央
の
塲
所
尓
祭
壇
を
設
る
な
り
、
其
餘
前
後
の
飾
付
左
尓
其
叮
嚀
本
式
の
例
を
圖
春
る
所
な
り
、

と
あ
り
、
続
け
て
祭
神
と
し
て
「
大
土
祖
神
」「
猿
田
彦
大
神
」「
思
兼
命
」
の
神
名
が
示
さ
れ
て
、「
右
の
神
三
本
立
の
幣
を
璽
と
し
て
其

前
能
五
本
立
の
幣
者
五
行
幣
奈
り
」
と
記
す
。
こ
の
後
、
五
本
立
の
幣
に
関
す
る
説
明
と
、
神
饌
や
金
銀
箔
な
ど
「
神
供
物
」
が
続
き
、

祭
禮
式
の
次
第
ハ
先
番
匠
の
長
身
元
當
前
の
禮
服
を
着
し
笏
末
廣
或
扇
子
等
両
手
に
正
し
く
持
天
、
注
連
の
外
よ
り
神
坐
の
方
尓
向
ひ

立
な
可
ら
一
揖
し
て
、
少
左
の
方
よ
り
廣
前
尓
進
ミ
、
祓
案
の
前
な
る
盤
座
尓
着
座
し
天
、
扇
子
越
正
う
し
眼
八
分
尓
上
持
て
蟹
目
の
方
を

゛

胸
尓
引
當
る
意
持
尓
し
て
頭
を
下
座
し

と
し
て
、
次
に
麻ぬ
さ

を
持
っ
て
中
臣
祓
を
唱
え
、
散
米
す
る
な
ど
祓
い
清
め
て
、
そ
の
後
は
次
の
よ
う
な
記
載
が
み
え
る
。

扨
勧
請
式
な
り
勧
請
式
の
事

奥
尓
し
る
す

、
右
勧
請
相
濟
天
次
尓
神
供
物
を
具
ふ
る
な
り
、
然
し
て
柏
手
所
謂
神
供
の

柏
手
な
り

、
或
神
供
祝
詞
を
唱
ふ
べ
し
、
次
尓
地
曳
祝

詞
可
レ
唱
レ
之
、

続
け
て
、
本
文
に
み
え
る
地
曳
の
祝
詞
の
文
例
が
示
さ
れ
た
後
、
工
匠
に
よ
る
四
方
の
再
拝
と
建
物
の
縄
張
（
地
曳
）
の
次
第
が
著
さ

れ
た
。
こ
れ
が
済
む
と
、
ま
ず
各
種
の
祓
い
を
修
め
、
供
物
が
徹
さ
れ
、
神
号
を
奉
称
し
て
礼
拝
し
た
後
で
、
神
送
の
式
を
行
い
退
座
す

る
も
の
と
さ
れ
る
。
以
上
が
、「
地
曳
之
式
禮
」
の
本
式
の
次
第
・
作
法
で
あ
り
、
略
式
・
略
々
式
は
こ
れ
に
準
じ
た
も
の
で
、
各
次
第
・

作
法
が
省
略
の
上
で
示
さ
れ
て
い
る
。
斎
場
の
設
営
を
除
く
本
式
の
次
第
を
簡
潔
に
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
表
せ
よ
う
。

①
入
場
、
着
座
、
祓

②
勧
請
式

③
供
物
を
献
ず
（
柏
手
・
祝
詞
）

④
四
方
を
拝
す

⑤
地
曳
祝
詞
の
奏
上

⑥
地
曳
（
縄
張
）

⑦
祓

⑧
供
物
を
徹
す
（
柏
手
・
祝
詞
）

⑨
神
送
式

⑩
退
座
（
退
下
・
退
場
）

建築儀礼に於ける御幣61
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こ
う
し
た
式
次
第
に
関
し
て
、
本
書
所
載
の
「
龍
伏
」
以
下
の
他
の
神
事
次
第
と
比
較
し
た
結
果
、
各
神
事
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
、

即
ち
本
式
に
於
け
る
⑤
⑥
に
当
た
る
部
分
は
、
式
礼
ご
と
に
相
違
が
認
め
ら
れ
た
が
、
他
の
次
第
内
容
は
凡
そ
共
通
し
た
も
の
で
あ
る
。

上
棟
も
、
本
書
の
記
載
は
よ
り
詳
細
な
も
の
で
あ
る
が
、
次
第
の
構
成
要
素
は
「
神
前
之
図
式
」
や
「
大
工
伝
授
」
と
同
様
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
勧
請
式
に
つ
い
て
は
先
記
の
本
文
に
も
「
勧
請
式
の
事
奥
尓
し
る
す
」
と
あ
る
通
り
、
そ
の
次
第
が
下
巻
に
て
「
諸
式
禮
神

祇
勧
請
神
拜
神
送
等
之
事
」
と
し
て
別
記
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
各
礼
式
に
て
行
わ
れ
る
「
神
祇
勧
請
」「
神
拜
」「
神
送
」
に
関
す
る
記

載
が
み
え
る
た
め
、
そ
の
内
容
を
示
し
て
お
き
た
い
（
読
点
の
補
足
、
送
り
仮
名
の
小
字
は
筆
者
に
よ
る
）。

○
神
祇
勧
請
神
拜
送
納
の
式
ハ
、
相
傳
の
免
許
無
レ
之
て
者
、
勤
行
ふ
事
不
レ
触
、
神
祇
職
家
尓
寄
て
相
傳
を
授
べ
し
、
略
拜
禮
能
説
ハ
木

綿
紙
榊
を
捧
て
再
拜
を
な
し
、
神
祇
降
臨
の
柏
手
を
春
る
な
り
此
柏
手
小
大

と
打
べ
し

、
神
拜
濟
す
る
期
も
司
様
尓
木
綿
紙
榊
を
捧
て
再
拜
し
、
神
祇
送
納
の

柏
手
を
春
る
な
り
此
柏
手
大
小

と
打
べ
し

、

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
祇
を
勧
請
し
、
神
拝
し
て
、
送
納
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
神
祇
職
家
に
よ
る
伝
授
・
免
許
を
授
か
る
必
要
の
あ
っ

た
こ
と
や
、
略
式
の
拝
礼
に
於
い
て
は
「
木
綿
紙
」
と
榊
を
捧
げ
て
再
拝
し
、
小
・
大
、
大
・
小
と
柏
手
を
打
つ
こ
と
で
神
祇
の
降
臨
と

送
納
を
行
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
神
祇
職
家
と
さ
れ
た
吉
田
神
道
の
行
事
作
法
で
も
、
秘
伝
と
し
て
神
の
勧
請
と
還
帰
の
行
法
が
定
め
ら

れ
て
い
る
が
、
本
書
所
載
の
式
次
第
は
そ
れ
に
通
じ
る
部
分
が
大
き
く(

)、
五
行
幣
は
家
相
相
者
と
し
て
の
見
識
も
検
討
の
余
地
が
あ
る
が
、

38

飽
く
ま
で
東
鶏
は
神
祇
祭
祀
の
専
門
職
で
な
く
、
神
祇
職
家
の
伝
授
の
必
要
性
を
認
識
し
て
い
た
点
な
ど
か
ら
も
、
東
鶏
が
本
書
の
神
祭

に
関
わ
る
式
礼
を
著
す
に
当
た
っ
て
は
、
吉
田
神
道
の
行
法
を
参
照
し
た
か
、
少
な
く
と
も
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
吉
田
神
道
の
伝
授
次
第
で
あ
る
「
神
前
之
図
式
」「
大
工
伝
授
」
と
本
書
と
は
、
体
裁
こ
そ
大
き
く
異
な
る
が
、
記
載

さ
れ
た
神
事
次
第
の
構
成
や
流
れ
の
類
似
し
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
限
定
層
と
非
限
定
層
は
、
凡
そ
同
様
の
建
築
に
関

わ
る
儀
式
次
第
・
作
法
を
受
容
し
、
理
解
・
認
識
し
て
い
た
と
も
い
え
よ
う
。
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こ
れ
ま
で
、『
匠
家
故
実
録
』
の
神
事
・
行
事
の
次
第
と
「
神
前
之
図
式
」「
大
工
伝
授
」
に
み
た
吉
田
神
道
の
大
工
行
事
作
法
と
の
比

較
を
中
心
に
検
討
し
、
次
第
構
成
を
整
理
し
た
が
、『
匠
家
故
実
録
』
で
は
、
神
事
の
斎
行
に
当
た
っ
て
神
霊
を
勧
請
し
、
諸
神
事
を
勤
め

建築儀礼に於ける御幣63

【図７】「地曳式禮祭壇之圖」（『匠家故実録』上巻、３丁裏・４丁表）
〔三嶋神社文庫蔵〕

【図８】「初釿式禮祭壇之圖」（『匠家故実録』上巻、16 丁表）〔同文庫蔵〕
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て
、
終
え
る
に
際
し
て
は
送
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で

き
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
儀
礼
次
第
の
中
で
、
御

幣
は
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

図
解
（
舗
設
図
）
よ
り
読
み
解
い
て
い
き
た
い
（
図
７
・

図
８
を
参
照
）。

舗
設
図
よ
り
、
祭
壇
は
大
別
す
る
と
、「
御
座
按
」
と

「
供
物
按
」
の
二
部
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て

取
れ
る
。
按
と
は
案
（
机
）
の
こ
と
で
あ
る
。
各
案
上

に
は
幣
が
据
え
ら
れ
て
お
り
、
注
記
か
ら
「
御
座
按
」

に
「
神み

璽し
る
し

幣べ
い

」
が
、「
供
物
按
」
に
は
「
五
行
幣
」
と

「
青
幣に
ぎ
て

」「
白
幣
」
が
立
て
ら
れ
た
と
知
れ
る
。
図
を
詳
し
く
観
察
す
る
と
、「
御
幣
」
と
し
て
の
構
成
要
素
は
同
じ
だ
が
、
両
者
は
形
状

を
異
に
描
き
分
け
ら
れ
た
こ
と
に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。
と
も
に
紙
垂
を
手
前
に
折
り
下
げ
て
は
い
る
が
、
串
に
挿
み
込
む
紙
垂
の
位
置
が

頭
紙
の
手
前
か
奥
か
で
異
な
っ
て
お
り
、
そ
の
仕
様
は
下
巻
に
て
明
示
さ
れ
る
（
図
９
）(

)。
こ
う
し
た
形
状
の
相
違
が
生
じ
た
理
由
と
し

39

て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
求
め
ら
れ
た
役
割
・
位
置
付
け
が
異
な
る
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
ず
「
御
座
按
」
の
「
御
座
」
と
は
、
神
霊
の
坐
す
場
の
意
で
あ
り
、
ま
た
「
神
璽
幣
」
の
「
璽
」
と
は
シ
ル
シ
（
印
・
験
・
徴
）
の

こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
紙
垂
を
鏡
の
奥
に
挿
ん
だ
「
神
璽
幣
」
は
、
神
事
に
当
た
り
勧
請
し
た
神
祇
の
象
を
表
す
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

既
述
の
通
り
、
地
曳
式
礼
で
は
「
右
の
神
三
本
立
の
幣
を
璽
と
し
て
其
前
能
五
本
立
の
幣
者
五
行
幣
奈
り
」
と
著
し
て
、
式
礼
に
当
た
り
祭
る

三
柱
の
神
の
璽
と
し
て
三
本
の
幣
を
立
て
、
続
く
初
釿
式
礼
に
て
も
、
七
柱
の
神
々
を
奉
斎
す
る
中
で
七
本
の
神
璽
幣
を
据
え
置
い
て
お

64

【図９】「幣の図」（『匠家故実録』下巻、
８丁表）〔同文庫蔵〕
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り
、
神
璽
の
幣
と
、
祭
ら
れ
る
神
霊
の
数
は
常
に
合
致
し
て
い
る
。
こ
れ
は
以
降
の
各
神
事
で
も
同
様
に
定
め
ら
れ
た
礼
式
で
あ
る
た
め
、

や
は
り
「
神
璽
幣
」
と
は
字
義
の
通
り
、
勧
請
し
た
神
々
の
御
象
・
存
在
を
示
し
表
す
祭
具
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
四

方
の
盛
土
に
刺
し
立
て
た
幣
も
神
璽
幣
と
同
形
で
あ
り
、
本
式
礼
で
は
そ
う
し
た
役
割
を
担
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る(

)。
40

対
し
て
、
御
座
按
の
前
に
置
か
れ
た
供
物
按
の
供
物
と
は
、
捧
げ
物
・
奉
献
品
の
意
で
あ
る
。
こ
う
し
た
御
幣
は
舗
設
図
よ
り
紙
垂
を

鏡
紙
の
手
前
に
挿
ん
だ
も
の
と
知
れ
、
そ
れ
ら
は
下
巻
所
収
の
図
版
に
「
幣
帛
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
、「
青
白
幣
」
を
神
前
に

捧
げ
る
こ
と
は
『
匠
家
必
用
記
』
で
も
確
認
で
き
た
が
、
こ
れ
は
古
典
に
み
た
通
り
、
捧
げ
物
と
し
て
の
「
丹
寸
手
」（
後
の
木
綿
・
麻
苧
）

に
由
来
し
て
お
り
、
よ
っ
て
「
五
行
幣
」
と
「
青
白
幣
」
は
、
祭
祀
に
伴
う
神
前
へ
の
捧
げ
物
と
し
て
据
え
ら
れ
た
と
判
断
で
き
よ
う
。

神
璽
幣
の
前
に
榊
が
立
て
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
五
行
幣
・
青
白
幣
の
前
に
は
置
か
れ
て
お
ら
ず
、
後
者
は
供
物
と
一
緒
に
並
べ
置
か
れ

て
い
る
点
か
ら
も
、
同
一
の
神
事
に
あ
っ
て
近
く
に
置
か
れ
た
御
幣
で
は
あ
る
が
、
両
者
の
間
に
は
「
神
の
表
象
」
と
「
神
へ
の
奉
献
品
」

と
い
う
、
役
割
・
位
置
付
け
に
関
す
る
は
っ
き
り
と
し
た
相
違
・
認
識
が
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
本
書
か
ら
は
、
近
世
の
建

築
儀
礼
に
於
け
る
、
そ
う
し
た
御
幣
の
二
面
的
な
役
割
・
位
置
づ
け
を
明
確
に
整
理
・
分
析
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
、
近
世
末
期
に
は
神
使
と
同
じ
く
神
威
・
霊
験
の
象
徴
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
「
御
幣
」
に
着
目
し
、
そ
の
形
状

及
び
神
社
有
職
故
実
に
於
け
る
理
解
を
確
認
し
、
古
典
に
み
た
起
源
や
特
質
を
把
握
し
た
上
で
、
本
稿
で
は
神
事
、
特
に
近
世
の
建
築
に

関
す
る
儀
礼
次
第
の
整
理
・
分
析
を
も
と
に
、
御
幣
の
用
例
・
役
割
に
つ
い
て
の
考
察
を
試
み
た
。

ま
ず
、「
地
祭
神
前
之
図
式
」
や
「
唯
一
神
道
大
工
傳
授
」
に
み
る
「
棟
上
祭
」
か
ら
は
、
神
拝
の
座
の
脇
に
置
か
れ
た
御
幣
が
奉
幣
の
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た
め
の
、
即
ち
捧
げ
物
・
奉
献
品
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
で
、『
匠
家
必
用
記
』
で
は
扇
の
つ
い
た
大
幣
が
、
神
前
の

備
物
と
し
て
調
進
さ
れ
つ
つ
、
目
に
見
え
る
神
座
の
構
の
一
部
と
さ
れ
、『
匠
家
故
実
録
』
で
は
、「
御
座
按
」
に
据
え
ら
れ
た
「
神
璽
幣
」

に
対
し
、「
供
物
按
」
に
立
て
ら
れ
た
「
五
行
幣
」「
青
白
幣
」
と
い
う
形
状
を
異
に
す
る
二
種
の
御
幣
が
、
同
一
の
神
事
に
あ
っ
て
目
的

別
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
以
上
の
考
察
よ
り
、
前
記
の
研
究
史
に
通
じ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
御
幣
に
は
、

①
捧
げ
物
・
奉
献
品
で
あ
る
「
幣
帛
」
の
一
種
、
ま
た
は
そ
の
別
称
と
し
て
、
祭
祀
・
神
事
に
当
た
り
神
前
に
捧
げ
祀
ら
れ
る
も
の
。

②
神
霊
を
勧
請
す
る
に
際
し
て
、
目
に
は
見
え
な
い
神
々
の
象
〔
カ
タ
チ
〕・
御
形
を
表
し
、
そ
の
存
在
を
示
す
も
の
。

と
い
う
、
異
な
る
認
識
・
位
置
付
け
の
あ
っ
た
こ
と
が
、
関
連
資
料
の
検
討
・
考
察
を
通
じ
て
改
め
て
明
ら
か
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

神
璽
と
し
て
の
御
幣
と
供
物
と
し
て
の
御
幣
、
こ
れ
ら
は
用
途
・
目
的
こ
そ
違
え
ど
も
、
ど
ち
ら
も
原
則
的
に
は
人
が
神
の
為
に
弁
備
・

調
進
す
る
、即
ち
神
と
人
と
の
間
に
位
置
す
る
祭
具
の
一
つ
で
あ
る
点
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
神
霊
に
捧
げ
ら
れ
、

神
前
に
奉
ら
れ
た
御
幣
で
は
あ
る
が
、
神
々
が
常
よ
り
神
座
に
鎮
ま
る
神
社
や
神
祠
、
神
棚
で
の
祭
祀
で
あ
れ
ば
、
人
々
の
祈
り
は
御
幣

を
通
し
て
、
そ
の
奥
に
位
置
す
る
神
座
を
意
識
し
た
も
の
と
な
る
。
対
し
て
、
臨
時
の
斎
場
に
て
神
霊
を
勧
請
し
て
祀
る
場
合
は
、
御
幣

を
立
て
た
祭
壇
（
棚
）
こ
そ
が
神
座
の
構
と
な
る
た
め
、
そ
の
手
前
に
神
饌
・
供
物
を
献
じ
て
、
御
幣
を
前
に
拝
礼
す
る
と
、
必
然
的
に

御
幣
が
神
拝
の
た
め
の
標
識
・
目
印
と
し
て
の
役
割
を
負
う
こ
と
に
な
り
、奉
献
品
と
象
徴
・
表
象
と
の
境
目
が
極
め
て
判
別
し
難
く
な
っ

て
い
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
。
時
と
し
て
、
人
々
は
神
前
に
奉
献
し
た
捧
げ
物
で
あ
る
御
幣
を
し
て
、
目
に
は
見
え
な
い
神
々
の
存
在
を
意

識
す
る
の
で
あ
っ
て
、『
匠
家
必
用
記
』
に
於
け
る
、
神
前
の
備
物
の
一
つ
と
さ
れ
た
大
幣
に
神
号
を
記
し
た
板
を
掛
け
て
い
る
こ
と
な
ど

も
、
両
者
の
区
別
の
難
し
さ
を
示
す
一
例
と
見
做
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
に
、
数
あ
る
御
幣
の
用
例
の
一
つ
で
は
あ
る
が
、
近
世
の
建
築
儀
礼
の
次
第
か
ら
は
、
御
幣
が
二
面
的
な
性
質
・
役
割
を

有
し
て
お
り
、
儀
礼
の
次
第
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ
を
は
っ
き
り
と
区
別
す
る
も
の
も
あ
っ
た
点
を
明
ら
か
に
で
き
た
。
こ
う
し
た
御
幣
の
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特
質
は
、
ま
さ
に
神
話
に
於
け
る
五
百
箇
真
坂
木
を
意
識
し
、
そ
の
構
造
を
模
し
た
と
こ
ろ
を
起
源
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
飽
く
ま
で
捧

げ
物
・
奉
献
品
を
そ
の
基
本
と
し
な
が
ら
、
時
に
神
霊
の
表
象
・
象
徴
的
存
在
と
も
認
識
さ
れ
得
る
の
は
、
御
幣
が
祭
具
と
し
て
持
つ
特

有
性
を
示
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

【
註
】

（
１
）
北
尾
重
光
は
、
近
世
後
期
の
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）、
江
戸
に
生
ま
れ
た
北
尾
派
の
浮
世
絵
師
で
あ
り
、
生
没
年
を
除
い
て
詳

し
い
来
歴
は
定
か
で
な
い
が
、
若
い
頃
に
上
州
館
林
城
下
へ
と
移
り
住
み
、
周
辺
域
の
社
寺
に
奉
納
さ
れ
た
絵
馬
等
を
数
多
く
描
い
た

と
伝
え
ら
れ
る
。
特
に
代
表
的
な
作
品
の
一
つ
に
、
館
林
市
指
定
文
化
財
で
あ
る
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
赤
城
神
社
（
館
林
市
足

次
町
鎮
座
）「
ム
カ
デ
と
梅
樹
図
」
が
あ
る
。
赤
城
神
社
は
群
馬
県
下
で
数
多
く
奉
斎
さ
れ
て
お
り
、
ム
カ
デ
は
赤
城
明
神
の
神
使
と
し

て
知
ら
れ
る
が
、
同
絵
馬
は
、
こ
う
し
た
観
念
が
江
戸
後
期
の
邑
楽
・
館
林
地
方
に
浸
透
し
て
い
た
こ
と
を
窺
い
知
れ
る
図
像
資
料
で

も
あ
る
。

館
林
市
立
資
料
館
『
北
尾
重
光
の
絵
馬
‐
人
々
の
願
い
と
感
謝
‐
』（
館
林
市
教
育
委
員
会

文
化
振
興
課

、
二
〇
〇
三
年
）
参
照
。

（
２
）
拙
稿
「
祭
具
と
し
て
の
神
籬
―
古
典
解
釈
に
み
た
そ
の
用
例
―
」（『
神
道
宗
教
』
二
三
八
号
、
神
道
宗
教
学
会
、
二
〇
一
五
年
）。

（
３
）
八
束
清
貫
「
臨
時
祭
の
舗
設
と
其
の
用
具
」（『
神
社
有
職
故
実
』
第
一
二
章
所
収
、
神
社
本
庁
、
平
成
一
四
年
、
九
一
〜
九
三
頁
）。

※
初
版
は
昭
和
二
六
年
。

（
４
）『
改定

諸
祭
式
要
綱
』（
神
社
本
庁
編
、
神
社
新
報
社
、
昭
和
三
四
年
）、『
改定

諸
祭
式
要
綱

続
編
』（
神
社
本
庁
、
神
社
新
報
社
、
昭
和

四
〇
年
）。
神
社
本
庁
撰
定
に
よ
る
各
祭
式
に
あ
っ
て
は
、
祭
舎
の
奥
に
「
神
籬
」
を
樹
て
（
設
け
・
据
え
）
て
、
そ
の
前
に
神
饌
案
を

置
き
、
神
籬
・
神
饌
案
の
前
で
「
降
神
詞
」「
昇
神
詞
」
を
奏
上
し
て
「
降
神
の
儀
」「
昇
神
の
儀
」
を
行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

建築儀礼に於ける御幣67



037_吉永博彰先生-タテ.mcd  Page 32 16/03/03 18:37  v5.51

（
５
）
前
掲
註
３
『
神
社
有
職
故
実
』
序
文
、
一
・
二
頁
。
序
文
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
「
神
職
が
神
社
奉
仕
上
、
常
に
心
得
て
お
か
ね
ば
な

ら
ぬ
方
面
」
の
有
職
故
実
の
内
容
を
範
囲
と
し
て
、
神
社
本
庁
の
委
嘱
に
よ
り
、
著
者
が
教
科
書
用
に
編
述
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ

る
。
こ
こ
か
ら
即
ち
、
本
書
の
神
社
本
庁
の
公
式
な
教
科
書
と
し
て
の
性
格
が
窺
わ
れ
、
昭
和
二
十
六
年
以
降
の
神
社
神
職
の
養
成
の

際
に
は
、
神
職
た
ち
の
神
祭
の
用
具
に
対
す
る
理
解
に
も
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

（
６
）
八
束
清
貫
「
御
霊
代
」（『
神
社
有
職
故
実
』
第
二
章
所
収
、
五
〜
一
〇
頁
）。

（
７
）『
日
本
建
築
史
圖
集

新
訂
第
二
版
』（
日
本
建
築
学
会
編
、
彰
国
社
、
二
〇
〇
八
年
、
一
七
一
頁
）。
御
霊
代
と
し
て
の
御
幣
の
利

用
の
浸
透
が
、
近
世
以
降
の
権
現
造
の
普
及
に
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
事
例
に
基
づ
き
検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
。

な
お
、
吉
田
神
道
の
諸
祭
次
第
・
行
事
作
法
に
関
わ
る
一
八
〇
の
秘
伝
を
近
世
に
集
成
し
、
全
一
八
巻
よ
り
成
る
横
越
家
蔵
「
事
相

方
内
傳
草
案
」
で
は
、
幣
を
以
て
神
祇
を
勧
請
す
る
「
幣
勧
請
」
の
秘
伝
が
収
め
ら
れ
て
お
り
（
巻
第
一
三
所
収
「
神
幣
安
鎭
座
次
第
」）、

ま
た
、
そ
う
し
た
勧
請
の
伝
授
に
対
す
る
謝
礼
も
定
め
て
い
た
（
吉
田
家
神
楽
岡
文
庫
旧
蔵
本
「
諸
国
礼
物
之
定
」）。
何
よ
り
、「
凡
、

神
道
ニ
ヲ
イ
テ
、
幣
帛
ヲ
以
テ
御
神
躰
ト
奉
崇
事
ハ
」
と
し
て
、
幣
帛
を
神
体
と
す
る
こ
と
の
由
縁
も
説
い
て
お
り
（
巻
第
一
一
所
収

「
幣
帛
之
口

」）、
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
遅
く
と
も
近
世
に
は
、
御
幣
（
幣
帛
）
が
御
霊
代
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
史
料
上
も
確
認
で
き

る
。
た
だ
し
、
披
見
の
許
さ
れ
な
い
所
謂
「
御
神
体
」
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
触
れ
な
い
も
の
と
し
た
い
。

『〔
神
道
大
系

論
説
編
九
〕
卜
部
神
道
（
下
）』（
岡
田
莊
司
校
注
、
神
道
大
系

編
纂
会

、
一
九
九
一
年
、
一
八
〜
二
一
、
七
八
〜
八
五
頁
）。

（
８
）
八
束
清
貫
「
幣
帛
と
其
の
用
具
」（
前
掲
註
３
『
神
社
有
職
故
実
』
第
五
章
所
収
、
二
二
〜
二
七
頁
）。

（
９
）
八
束
清
貫
「
殿
舎
・
社
頭
の
装
飾
と
其
の
用
具
」（
前
掲
註
３
『
神
社
有
職
故
実
』
第
一
一
章
所
収
、
八
二
〜
八
五
頁
）。

（

）
歴
世
の
神
祇
官
の
伯
（
長
官
）
を
務
め
た
白
川
家
と
、
神
祇
官
の
大
副
・
少
副
（
次
官
）、
京
都
吉
田
社
の
神
主
を
務
め
た
吉
田
家

10は
、
幕
藩
体
制
下
に
あ
っ
て
は
「
本
所
」
と
称
さ
れ
、
神
職
に
対
す
る
官
位
の
執
奏
・
装
束
の
裁
許
ほ
か
、
神
社
に
対
す
る
神
号
授
与
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や
、
本
稿
に
も
関
わ
る
儀
礼
次
第
の
伝
授
な
ど
を
行
っ
た
家
で
あ
る
。
殊
に
吉
田
家
は
江
戸
幕
府
の
定
め
た
「
神
社
条
目
」
の
中
で
官

位
執
奏
・
装
束
裁
許
を
公
認
さ
れ
た
た
め
、
神
職
始
め
多
く
の
神
祇
関
係
者
が
門
人
と
な
り
、
近
世
を
通
じ
て
大
き
な
影
響
力
を
有
し

た
。
両
家
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
（「
幕
藩
体
制
下
に
於
け
る
伊
豆
国
三
嶋
社
の
実
態
に
つ
い
て
―
本
所
吉
田
家
・
白
川
家
と
の
関
係
を

中
心
に
―
」『
國
學
院
雑
誌
』
第
一
一
三
巻
五
号
、
平
成
二
四
年
）
に
於
い
て
一
部
整
理
し
た
た
め
、
参
照
さ
れ
た
い
。

（

）
梅
田
義
彦
「
へ
い
は
く

幣
帛
」（『
神
道
要
語
集

祭
祀
篇
二
』
所
収
、
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
編
、
神
道
文
化
会
、
昭
和

11四
九
年
、
九
五
〜
一
一
七
頁
）。

（

）
萩
原
龍
夫
「
祭
り
方
」（『
日
本
民
俗
大
系

第
八
巻

信
仰
と
民
俗
』
所
収
、
平
凡
社
、
一
九
八
五
年
、
一
九
八
〜
二
〇
四
頁
）。

12
（

）
萩
原
氏
が
「
憑
代
」
と
表
し
た
「
依
代
・
招
代
」
と
は
、
と
も
に
折
口
信
夫
氏
が
説
い
た
、
神
が
降
臨
す
る
際
の
目
じ
る
し
と
な
る

13も
の
、
神
の
依
り
付
く
も
の
を
指
し
示
す
造
語
（
新
語
）
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
即
ち
、
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
四
月
以
降
に
発
表
さ

れ
た
折
口
氏
の
論
考
中
で
逐
次
示
さ
れ
て
い
っ
た
、
神
霊
の
憑
依
に
ま
つ
わ
る
「
祭
祀
の
分
析
概
念
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
依
り
憑
く

神
の
側
か
ら
見
る
と
「
依
代
」、
神
を
招
く
人
の
側
か
ら
見
れ
ば
「
招
代
」
で
あ
る
と
い
う
。

神
霊
の
宿
る
モ
ノ
を
表
す
と
い
う
点
で
は
、
八
束
氏
の
示
し
た
「
御
霊
代
」
や
「
御
形
」、「
神
体
」
な
ど
に
も
通
じ
る
一
方
で
、「
御

霊
代
」
な
ど
が
歴
史
的
に
用
い
ら
れ
て
き
た
語
句
で
あ
り
、
ま
た
神
社
の
祭
祀
に
あ
っ
て
は
実
態
を
伴
う
存
在
で
あ
る
の
に
対
し
、「
依

代
（
憑
代
）」
は
、
飽
く
ま
で
学
究
的
に
祭
祀
・
祭
礼
に
関
わ
る
事
物
や
現
象
を
検
討
・
論
述
す
る
た
め
に
、
折
口
氏
が
「
髯
籠
」「
台

額
」、「
標
山
」「
山
車
」
ほ
か
事
例
の
分
析
に
基
づ
き
創
造
し
た
語
句
・
概
念
で
あ
る
点
が
異
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
近
代
以
降
に
折

口
氏
に
よ
り
創
唱
さ
れ
た
「
依
代
」
と
い
う
用
語
・
概
念
は
、
民
俗
学
を
中
心
に
広
く
浸
透
し
、
関
連
す
る
諸
分
野
に
於
い
て
も
、
祭

祀
・
祭
礼
（
神
事
）
に
於
け
る
神
霊
の
在
り
方
や
ま
つ
り
方
、
神
祭
の
用
具
を
整
理
・
分
析
し
て
、
そ
れ
ら
を
把
握
・
説
明
す
る
上
で

果
た
し
た
役
割
は
、
非
常
に
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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た
だ
し
、
本
稿
は
冒
頭
に
示
し
た
通
り
、
近
世
の
建
築
の
儀
礼
次
第
と
い
う
、
具
体
的
な
関
係
資
料
に
み
た
「
御
幣
」
の
用
い
方
・

役
割
に
つ
い
て
、
神
道
史
の
立
場
よ
り
論
じ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
分
析
の
た
め
の
概
念
・
語
句
で
あ
る
「
依
代
」
を

前
提
と
し
て
は
考
察
し
な
い
も
の
と
す
る
。

伊
藤
好
英
「
依
代
・
招
代
（
よ
り
し
ろ
・
を
ぎ
し
ろ
）」（『
折
口
信
夫
事
典
』
西
村
亨
編
、
大
修
館
書
店
、
一
九
九
八
年
、
四
五
〜
五

五
頁
）、
石
上
七
鞘
「
依
代
・
招
代
」（『
迢
空
・
折
口
信
夫
事
典
』
有
山
大
五
・
石
内
徹
・
馬
渡
憲
三
郎
編
、
勉
誠
出
版
、
平
成
一
二
年
、

九
六
・
九
七
頁
）、
小
川
直
之
「﹇
依
代
﹈
の
比
較
研
究
」（『
国
際
常
民
文
化
研
究
叢
書
七
‐
ア
ジ
ア
祭
祀
芸
能
の
比
較
研
究
‐
』
所
収
、

神
奈
川
大
学
国
際
常
民
文
化
研
究
機
構
、
二
〇
一
四
年
）
を
参
照
。

（

）『
日
本
絵
巻
物
全
集

第
二
六
巻

年
中
行
事
絵
巻
』（
角
川
書
店
編
集
部
編
、
角
川
書
店
、
一
九
六
八
年
）。

14
（

）『
山
王
霊
験
記
』（『
続
日
本
絵
巻
大
成

一
二
山
王
霊
験
記

地
蔵
菩
薩
霊
験
記

』
小
松
茂
美
編
、
中
央
公
論
社
、
昭
和
五
九
年
、
一
二
・
一
三
頁
）。

15
（

）『
不
動
利
益
縁
起
』（『
新
修
日
本
繪
巻
物
全
集

第
三
〇
巻
直
幹
申
文
繪
詞
・
能
惠
法
師
繪
詞
・
因
幡
堂
緣
起
・
頰

燒
阿
彌
陀
緣
起
・
不
動
利
益
緣
起
・
譽
田
宗
庿
緣
起

』
高
崎
富
士
彦
・
源
豐
宗
編
集
擔
當
、
角

16川
書
店
、
昭
和
五
五
年
、
六
九
頁
）。

（

）『
福
富
草
子
』（『
日
本
絵
巻
物
全
集

第
一
八
巻
男
衾
三
郎
絵
巻
・
長
谷
雄
雙
紙
・
絵
師
草
紙
・
十

二
類
合
戦
絵
巻
・
福
富
草
紙
・
道
成
寺
縁
起
絵
巻

』
角
川
書
店
編
集
部
編
、
角
川
書
店
、
一
九
六
八
年
）。

17
（

）
式
部
寮
達
「
神
社
祭
式
」（『
神
社
祭
祀
関
係
法
令
規
程
類
纂
』
所
収
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
九
年
、
九
〜
一
八
、
三
八
五
頁
）。

18
（

）
好
崎
安
訓
「
神
社
祭
式
制
定
小
史
」（『
神
社
祭
式
詳
解
―
研
究
と
実
習
―
』
所
収
、
明
文
社
、
昭
和
三
九
年
、
七
二
〜
八
一
頁
）。

19
（

）『
古
事
記
』
上
巻
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
古
事
記
』
西
宮
一
民
校
注
、
新
潮
社
、
昭
和
六
一
年
、
九
〇
頁
）。

20
（

）『
古
事
記
』
上
巻
（
五
〇
・
五
一
頁
）。

21
（

）
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』
上
（
坂
本
太
郎
・
家
永
三
郎
・

井
上
光
貞
・
大
野
晋

校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年
、
一
一
二
・
一
一
三
頁
）。

22
（

）『
日
本
書
紀
』
上
（
一
一
五
・
一
一
六
頁
）。

23
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（

）『
日
本
書
紀
』
上
（
一
一
六
・
一
一
七
頁
）。

24
（

）『
古
事
記
』
上
巻
（
九
〇
頁
）。

25
（

）
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
機
構
所
蔵
〔
資
料
番
号
二
七
二
九
〕

本
資
料
は
同
機
構
学
術
資
料
セ
ン
タ
ー
〔
神
道
資
料
館
部
門
〕

26に
於
い
て
調
査
・
研
究
を
進
め
て
お
り
、
本
稿
も
そ
の
整
理
・
分
析
結
果
の
一
部
に
拠
っ
た
。

（

）『
匠
家
必
用
記
』『
匠
家
故
實
録
』
の
本
文
・
図
版
を
引
用
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
三
嶋
神
社
文
庫
所
蔵
本
を
用
い
た
。

27
（

）
吉
田
神
道
で
は
、
宮
大
工
が
特
定
の
装
束
を
着
用
す
る
た
め
の
許
状
に
対
す
る
謝
礼
を
定
め
て
い
た
。
ま
た
、
白
川
神
祇
伯
家
の
門

28人
帳
に
は
、
神
職
や
御
師
職
な
ど
と
と
も
に
大
工
・
番
匠
も
名
を
連
ね
て
お
り
、
入
門
し
て
建
築
儀
礼
に
関
わ
る
神
拝
式
の
伝
授
と
装

束
着
用
の
許
可
を
受
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
前
掲
註
７
『
卜
部
神
道
（
下
）』（
一
八
〜
二
一
頁
）、『
白
川
家
門
人
帳
』（
近
藤
喜
博

編
、
白
川
家
門
人
帳
刊
行
会
、
一
九
七
二
年
、
六
七
・
七
〇
・
一
二
七
・
一
二
九
・
一
三
四
頁
ほ
か
）
を
参
照
。

（

）『
吉
田
神
道
家
「
御
広
間
雑
記
」
の
記
載
項
目
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
と
神
道
記
録
の
研
究
〔
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
Ｃ
）

29研
究
成
果
報
告
書
〕
平
成
一
五
年
度
〜
一
七
年
度
』（
幡
鎌
一
弘
編
、
幡
鎌
一
弘
、
二
〇
〇
六
年
）
及
び
、『
近
世
神
道
史
研
究
と
「
御

広
間
雑
記
」
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
〔
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
Ｃ
）
研
究
成
果
報
告
書
〕
平
成
一
九
年
度
〜
二
一
年
度
』（
研
究

代
表
者
・
幡
鎌
一
弘
、
天
理
大
学
お
や
さ
と
研
究
所
、
二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
。
矢
部
日
向
守
の
名
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、矢
田
光
等
に
関
連
す
る
他
の
資
料
に
、「
唯
一
神
道
大
工
行
事
合
相
伝
」（
國
學
院
大
學
神
道
文
化
学
部
蔵〔

〕）

171.3/Y
97

が
あ
る
。
同
書
は
「
大
工
伝
授
」
と
記
載
内
容
が
凡
そ
同
一
で
あ
り
、
本
文
・
図
像
は
全
て
筆
書
さ
れ
、
奥
書
に
は
「
大
工
伝
授
」
と

同
じ
く
、
菅
原
光
等
の
名
が
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
大
工
伝
授
」
に
年
紀
や
印
判
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
本
書
に
は
そ
れ
ら
が
認
め

ら
れ
ず
、
ま
た
、
図
画
も
「
図
式
」
の
描
写
と
比
較
し
て
拙
く
は
あ
る
た
め
、
直
接
的
に
菅
原
光
等
よ
り
伝
授
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

光
等
か
ら
伝
授
さ
れ
た
も
の
の
書
写
本
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
こ
う
し
た
本
書
の
存
在
か
ら
、
吉
田
家
の
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直
門
で
あ
る
矢
部
光
等
を
通
じ
て
、
唯
一
神
道
の
大
工
行
事
作
法
を
複
数
の
大
工
・
棟
梁
が
受
容
し
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
よ
う
。

（

）「
地
鎮
祭
次
第
」（
前
掲
註
７
『
卜
部
神
道
（
下
）』
所
収
、
一
八
六
頁
）。

30
「
事
相
方
内
傳
草
案
」
巻
第
三
に
所
収
さ
れ
る
「
地
鎮
祭
次
第
」
に
よ
れ
ば
、
東
方
は
「
青
帝
青
龍
王
・
阿
那
鬼
神
」、
南
方
は
「
赤

帝
赤
龍
王
・
阿
奈
神
御
食
津
神
」、
西
方
は
「
白
帝
白
龍
王
・
阿
奈
大
田
命
」、
北
方
は
「
黒
帝
黒
龍
王
・
阿
那
底
立
神
」、
中
央
は
「
黄

帝
黄
龍
王
・
阿
奈
奥
玉
神
」
と
し
て
、
五
方
の
神
を
五
帝
龍
王
・
五
神
と
定
め
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

（

）
町
尻
量
原
「
神
道
大
義
」
収
載
「
宗
源
行
事
壇
舗
設
図
」（
註
７
『
卜
部
神
道
（
下
）』
三
二
〜
三
六
頁
）。

31
近
世
後
期
に
町
尻
量
原
の
著
し
た
「
神
道
大
義
」
収
載
の
「
宗
源
行
事
壇
舗
設
図
」
で
は
、
行
事
壇
上
に
五
色
の
幣
が
立
て
ら
れ
て

い
る
。
紙
垂
は
鏡
紙
の
手
前
に
挿
ま
れ
、
折
り
下
げ
は
全
て
手
前
（
高
座
・
執
行
者
側
）
向
き
で
あ
る
。
こ
う
し
た
五
色
の
幣
は
「
五

前
、
是
謂
二
五
行ノ

幣ト
一
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。

（

）
吉
田
神
道
の
行
法
次
第
で
は
、
行
事
に
当
た
り
神
々
を
「
勧
請
」
や
「
招
請
」、「
謹
請
」
す
る
と
、
そ
の
終
わ
り
に
は
還
帰
の
た
め

32の
「
発
遣
」（
奉
送
）
を
す
る
か
、
或
い
は
拍
手
・
拝
・
揖
を
し
た
後
に
退
下
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
多
く
見
受
け
る
。

例
え
ば
、
戦
国
後
期
の
天
文
十
三
年
（
一
五
四
四
）、
吉
田
家
相
承
の
事
相
・
行
法
を
兼
右
が
著
し
た
も
の
を
近
世
中
期
の
享
保
十
四

年
（
一
七
二
九
）
に
兼
雄
が
筆
写
し
た
と
す
る
「
神
道
諸
行
事
大
成
」
で
は
、「
拍
手
大
事
」
と
し
て
「
召
手
小
・
大

送
手
大
・
小
」
と

あ
っ
て
、
拍
手
を
以
て
神
の
召
送
作
法
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
兼
右
の
祖
父
・
吉
田
兼
倶
が
大
成
し
た
と
さ
れ
る
「
三
壇
行
事
」

の
一
つ
「
三
元
十
八
神
道
」
の
次
第
で
は
、
各
地
の
神
社
の
神
々
を
謹
請
す
る
に
際
し
て
「
謹
請
祭
文
」
を
奏
上
し
、
ま
た
行
事
の
終

わ
り
に
当
た
っ
て
は
「
十
寶
印
相

内
縛
二
空
」（
手
で
印
契
を
結
ぶ
）
の
上
で
、「
天
地
海
童
一
切
諸
〳
〵
神
奉
送
二
本
宮
一
」
と
の
「
發

遣
祭
文
」
を
誦
し
、
大
小
の
拍
手
を
し
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
こ
う
し
た
神
の
招
送
に
関
す
る
行
法
は
、
同
じ
く
三
壇
行
事
の
「
宗

源
行
法
」
で
の
「
謹
請
」
と
「
發
遣
明
言
」、「
唯
神
道
大
護
摩
」
に
於
け
る
「
召
請
」
の
「
印
（
印
契
）」
と
「
撥
遣
」
の
「
印
」「
明
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（
真
言
）」
を
始
め
、「
船
魂
祭
次
第
」
の
「
招
請

拍
手
」「
神
號
於
誦
」
に
対
す
る
「
發
遣
」「
拍
手
」「
二
拝
」、「
蛭
兒
神
祭
次
第
」

に
於
け
る
「
招
請
神
文
」「
拍
手
小
大
」
に
対
す
る
「
發
遣
神
文
外
縛
印
」
な
ど
、
他
の
行
事
次
第
に
も
明
記
さ
れ
る
。
こ
の
「
招
（
召
）

請
」
と
は
、「
苗
裔
神
祭
略
次
第
」
の
「
招
請
之
大
事
」（「
事
相
方
内
傳
草
案
」
巻
第
一
六
所
収
）
に
「
招
請
と
ハ
神
靈
を
ま
ね
き
う
く

る
心
也
」
と
記
さ
れ
た
通
り
、
神
霊
を
招
き
請
け
る
の
意
で
あ
っ
て
、
同
書
巻
第
三
に
は
、
諸
神
事
を
勤
め
る
前
の
神
の
招
請
次
第
が

「
招
請
太
事
」
で
、
ま
た
諸
神
事
を
終
え
た
際
の
神
送
が
「
發
遣
太
事
」
で
著
さ
れ
た
。
神
霊
を
招
き
請
け
た
際
に
は
、
元
の
座
へ
と
送

り
帰
す
こ
と
が
、
戦
国
期
頃
に
は
大
成
せ
ら
れ
た
吉
田
神
道
の
行
事
で
の
一
つ
の
流
儀
・
作
法
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
（
前
掲
註

７
『
卜
部
神
道
（
下
）』
一
〜
四
五
、
一
一
六
・
一
一
七
、
一
八
五
・
一
八
六
、
二
〇
二
〜
二
〇
六
、
三
〇
二
〜
三
〇
九
頁
）。

（

）
現
在
の
事
例
で
は
あ
る
が
、
神
社
本
庁
撰
定
の
地
鎮
祭
式
次
第
に
関
連
す
る
「
地
鎮
祭
特
殊
例
」
と
し
て
、
宮
中
と
伊
勢
の
神
宮
の

33用
例
が
紹
介
さ
れ
た
。
そ
の
次
第
で
は
、
両
例
と
も
に
祭
具
と
し
て
の
「
神
籬
」
を
用
い
ず
、
従
っ
て
降
神
・
昇
神
の
儀
は
な
い
と
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
宮
中
で
は
敷
地
の
四
隅
及
び
中
央
に
坑
を
穿
ち
、
中
央
の
坑
前
に
案
を
設
け
、
神
饌
と
五
本
の
幣
帛
（
白

色
）
を
供
し
て
祭
儀
が
行
わ
れ
る
と
さ
れ
、
ま
た
神
宮
で
は
五
色
の
幣
帛
を
用
い
て
、
祭
場
の
中
央
に
南
面
し
て
黄
幣
を
、
東
北
隅
に

青
幣
、
東
南
隅
に
赤
幣
、
西
南
隅
に
白
幣
、
西
北
隅
に
黒
幣
（
紫
幣
で
代
用
）
を
地
に
刺
し
立
て
、
中
央
の
黄
幣
の
前
面
に
て
祭
儀
を

執
り
行
う
と
す
る
例
が
示
さ
れ
た
。

二
例
に
み
た
儀
礼
次
第
の
歴
史
的
変
遷
と
実
態
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
研
究
史
と
関
連
資
料
に
基
づ
き
改
め
て
考
察
す
る
必
要
が
あ

る
も
、「
特
殊
例
」
で
は
、
こ
れ
ら
を
場
合
に
よ
っ
て
は
一
部
斟
酌
し
、
実
地
に
応
用
す
る
の
も
よ
い
と
さ
れ
て
お
り
、
二
つ
の
事
例
を

鑑
み
る
と
、
降
神
・
昇
神
は
現
在
の
地
鎮
祭
に
て
は
概
ね
行
わ
れ
る
儀
式
次
第
で
あ
る
が
、「
図
式
」
や
「
大
工
伝
授
」
に
見
て
取
れ
る

よ
う
に
、
必
ず
し
も
不
可
欠
な
儀
礼
次
第
で
は
な
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
よ
う
（
前
掲
註
４
『
改定

諸
祭
式
要
綱
』
四
九
〜
五
二
頁
）。

（

）「
神
道
諸
行
事
大
成
」
の
内
「
奉
幣
次
第
」
を
参
照
（
前
掲
註

『
卜
部
神
道
（
下
）』
所
収
、
一
一
四
頁
）。

34
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（

）
本
書
は
既
に
、
中
森
康
之
氏
に
よ
っ
て
翻
刻
・
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
著
者
・
立
石
定
凖
に
つ
い
て
は
同
氏
の
解
題
に
従
っ
た
。
本
文

35の
内
容
に
つ
い
て
は
、
そ
ち
ら
も
合
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

中
森
康
之
・
三
津
井
牧
子
「『
俗
説
正
誤

匠
家
必
用
記
』〈
翻
刻
と
解
題
〉（
一
）」（『
雲
雀
野

豊
橋
技
術
科
学
大
学
人
文
科
学
系
紀
要
』
三

五
号
、
豊
橋
技
術
科
学
大
学
、
二
〇
一
三
年
）、
中
森
康
之
・
谷
有
貴
「『
俗
説
正
誤

匠
家
必
用
記
』〈
翻
刻
と
解
題
〉（
二
）」（『
雲
雀
野

豊
橋

技
術
科
学
大
学
人
文
科
学
系
紀
要
』
三
六
号
、
豊
橋
技
術
科
学
大
学
、
二
〇
一
四
年
）。

（

）
村
田
あ
が
「『
匠
家
故
実
録
』
に
見
る
建
築
儀
礼
」（『
跡
見
学
園
女
子
大
学
短
期
大
学
部
紀
要
』
三
六
、
跡
見
学
園
女
子
大
学
短
期

36大
学
部
、
二
〇
〇
〇
年
）。〔
電
子
ジ
ャ
ー
ナ
ル
（
CiN
ii論
文
Ｐ
Ｄ
Ｆ
オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ
ス
）〕
版
を
参
照
し
た
。

（

）『
棟
上
釿
始

諸
式
禮
格

匠
家
故
實
録
』
上
（
二
丁
表
〜
八
丁
表
）。

37
（

）
前
掲
註

を
参
照
の
こ
と
。

38

32

（

）『
棟
上
釿
始

諸
式
禮
格

匠
家
故
實
録
』
下
（
八
丁
裏
）。

39
（

）
御
幣
の
役
割
に
関
連
し
、
地
曳
の
略
々
式
で
は
、
本
式
や
略
式
と
は
異
な
り
祭
壇
は
設
け
ず
、
地
面
中
央
の
一
所
に
清
土
を
盛
り
、

40略
幣
（
串
に
鏡
紙
だ
け
挿
ん
だ
も
の
）
五
本
を
立
て
る
が
、
略
幣
も
略
し
て
盛
土
の
み
に
て
神
拝
す
る
こ
と
も
あ
る
と
さ
れ
る
。
即
ち
、

式
礼
の
規
模
に
よ
っ
て
は
御
幣
な
し
で
も
勧
請
・
神
送
し
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
た
め
、
地
曳
の
略
々
式
の
用
例
に
限
っ
て
み
れ
ば
、

御
幣
は
降
臨
す
る
神
の
依
る
べ
き
祭
具
で
は
な
か
っ
た
と
判
断
で
き
よ
う
（『
棟
上
釿
始

諸
式
禮
格

匠
家
故
實
録
』
上
〔
七
丁
裏
〕）。

【
付
記
】

本
稿
は
、
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
機
構
学
術
資
料
セ
ン
タ
ー
〔
神
道
資
料
館
部
門
〕
の
研
究
事
業
「
祭
祀
・
祭
礼
の
変
遷

に
関
す
る
研
究
と
関
連
資
料
の
整
理
分
析
」
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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