
祖

霊

と

穀

霊

特

に
そ

の
論

点

を

め
ぐ

っ
て

吉

川

正

倫

「
先
祖

の
話
」
を
始
め
と
し
て
、
深
く
且
広
い
民
俗
学
的
造
詣
の
中
心
に
祖
霊
を
据
え
た
柳
田
国
男
の
研
究
は
、
今

日
尚
、
多
く
の
示
唆
を
与
え
続
け
て
い
る
。
特
に

「
山
宮
考
」

に
於
て
、
伊
勢
の
度
会
、
荒
木
田
両
氏
の
山
宮
神
事
、
或
い
は
賀
茂
の
ミ
ア
レ
の
祭
を
始
め
、
全
国
の
著
名
な
神
社
祭
杞
に
つ
い
て
、
山
宮
と
里
宮

の
関
係

か
ら
論
述
し
て
、
遂
に
は
能
登
の
ア
エ
ノ
コ
ト
と

い
う
田
の
神
祭
り
の
儀
礼

の
説
明
に

「

(田
の
神
の
)
本
拠
が
山
に
あ
り
、
働
き
が
専
ら
家

の
稲
作
の
成
功
を
期
す
る

に
あ
る
と

い
う
こ
と
は
先
祖
が
な

っ
た
神
で
な
い
と
実
は
想
像
し
得
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
、

「
こ
の
山
に
休
ら
い
給
う
神
々
が
祖
霊
で
あ
り
、
氏
神
の
根

源
で
あ

っ
た
ろ
う
」
と
数
多
の
資
料
を
提
示
し
て
推
論
を
さ
れ
て
い
る
。

古
代
の
人
々
の
山
中
他
界
の
思
想
に
つ
い
て
は
、

「
わ
が
国
民
間
信
仰
史
の
研
究
」
を
始
あ
と
す
る
堀

一
郎

の
す
ぐ
れ
た
研
究
が
あ
る
。
万
葉
集
に

大
津
皇
子
の
屍
を
葛
城
の
二
上
山
に
移
し
葬
り
し
時
に
大
伯
皇
女
の
哀
傷
し
て
作
り
ま
せ
る
歌

う

つ
そ
み
の
人
な
る
吾
や
明
日
よ
り
は
二
上
山
を
兄
弟
と
わ
が
見
む

(巻
二
、

=
ハ
五
)

柿
本
朝
臣
人
麻
呂
の
妻
の
死
り
し
後
、
流
血
哀
働
し
て
作
れ
る
歌

秋
山
の
黄
葉
を
茂
み
迷
ひ
ぬ
る
妹
を
求
め
む
山
道
知
ら
ず
も

(巻
二
、

二
〇
八
)

等
と
あ
る
の
は
、
死
後
の
世
界
と
し
て
山
を
想
定
し

て
い
た
何
よ
り
の
証
拠

で
あ
ろ
う
。

即
ち
、
前
者
は
山
を
葬
所
と
す
る
慣
行
で
あ
り
、

こ
の
ほ
か
に
も

【
会
道
を
引
手
の
山

に
妹
を
置
き
て
L

(巻
二
、

二

一
七
)
や

「
あ
し
び
き
の
荒
山
中
に
送
り
置
き

て
」

(巻
九
、

一
八
〇
六
)
等
も
あ

っ
て
、
古
代
人

の
葬
制
が
山
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

祖
霊
と
穀
霊
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祖
霊
と
穀
霊

他
方

後
者

に

つ
い
て
は
、
葬
ら

れ
た
死
者

の
霊
魂

が
山

中

に
さ
迷
う

て
い
る
様

を
想
定
し

て
歌

っ
た
も

の

で
あ
り
、

こ

の
ほ
か

に

「
山

の
際
ゆ

出
雲

の
児

等
は
霧

な
れ

や
、
吉

野

の
山

の
嶺

に
棚
引
く
」

(巻

三
、

四

二
九
)

「
隠

口
の
泊
瀬

の
山

に
霞

立
ち
、
棚
引

く
雲
は
妹

に
か

も
あ
ら

む
」

(
巻
七
、

一
四
〇
七
)
等
が
あ

る
。

堀

一
郎

は
、

こ
う
し

た
歌
を
基

に
し

て

「
既

に
古

く
万
葉

の
詩

人
達
が
死
者

の
霊
魂

が
そ

の
火
葬

の
煙

の
ま

に
ま
に
、

遠
く
吉

野
、
泊
瀬

の
山
を

或

い
は
浜
松

の
上

を
天
駆

り
ゆ
く
か

に
感
じ

た

の
は
僧

道
昭

に

始
ま

っ
た
と

い
う
火
葬

の
風

の

(中
略
)
眼

新
し

い
感
動

と
神
秘
感

に
負

う
所
が
多

い
の

で
は
あ

ろ
う
が

、

(中
略
)

し
か
も
ま

た
そ

の
根
底

に
死
者

入
山

の
意
識
が

強

く
働

い
て
い
な
か

っ
た

な
ら
ば

い
ざ
よ

い
雲

を
棚

引
く
妹

が

亡
魂

の
行
方
と

は
着

想
し
得

な
か

っ
た

で
あ

ろ
う
」

と
し

て
、

「

『
草
葉

の
蔭
』

と

い
う
俗
語
が

一
見
し

て

地
下

を
思

わ
せ
る
如
く

で
は
あ

る
が
、

別
に

「
亡
魂

は

『
家

の
棟

を
離
れ
ぬ
」
と
も

い
わ
れ
、
少

く
と
も

霊
魂

は
次
第

に
高

く
昇
り
去

る
も

の

の
如
く
思
惟
せ
ら
れ

て

い

た
ら

し

い
の
で
あ

る
」

と
指
摘
し

て
い
る
。

こ
の
論

に
は
柳

田
国
男

の

「
山
宮
考
」

が
多

く

の
示
唆

を
与
え

て
い
た

こ
と
は

い
う

迄
も
な
か

ろ
う
。

少
く

と
も
、
古
代

の
山
中
他
界

の
思
想

が
、
仏
教
伝
来

後
、
多
く

の
霊
山
信

仰
と
し

て
中
世

に
展
開
さ

れ

て
い
く

の
は
周
知

の
事

で
あ

る
が
、

今
日

で
も
尚
奈
良

県

で

は
、
埋
葬

に
関
し

て
墓
穴

を
掘
る
人
を

■
ヤ

マ
シ
L

と
よ

び
、

こ
れ

に
た
ず

さ
わ

る
も

の
は

「
ヤ

マ
シ
さ

ん

の
ご

馳
走
に
預

っ
た
」

と

い
う
。

九
州

の
壷

岐
島

で
も
、

死
者
を
収
め
る
桶

の
こ
と
を

脚
ヤ

マ
オ
ケ
」
、
桶

に
敷

い
て
死
体

を
包
む
ゴ
ザ

を

「
ヤ

マ
ゴ
ザ

」

と
呼

び
、

墓
穴
を

掘
る

こ
と
を

「
ヤ

マ

ユ

キ
」
、
墓
穴

を
掘
る
人
を

}
ヤ

マ
ン
ヒ
ト
」

と
呼

ぶ
。

四
国

の
高
知

市

で
は
、
墓
穴

を
掘

る
人
を

ト
ウ

マ
と
よ

ん
だ

ら
し

い
が
、
出
棺

の
時
に
、

こ
の
墓
穴

ほ
り

役
が
、

大
声

で

「
ヤ

マ
行
き
、

ヤ

マ
行
き
」

と
さ
け

ん
で
会

葬

者
に
知

ら
せ
る
と

い
う
。
葬

送
習
俗

語
彙

の
中

に
見
ら

れ

る

二
、

三
の
例

で
は
あ
る
が
、
葬

送

に
関
連

す

る
ヤ

マ
の
語

は
、
仏
教

の
直
接
所

管

し

な

い

民
間

の
伝

承

に
、
根

強
く
久
し

く
伝

え
ら
れ

て
い
る
の
は
山
中
他
界

思

想

の
名
残

り
で
あ
ろ
う
。

ま
た

「
歳
時
習
俗

語
彙

」

に
よ
れ
ば
、

四
月

八
日
を

一
神

の
日
」
と

い

っ
て
田
に
入
る

こ
と
を

忌

ん
だ

り

(福
島
県
)
、

「
朝

八
日
」

と

い

っ
て
山

の
神

の
祭

り
を
し
た
り

(静

岡
県
)
、
山

の
ぼ
り

を
す

る

地
方
が
多

い
が
、
京
都

の
氷
上
郡
、
大

阪
の
能
勢
、
紀

州
、

播
州

で
は
、
山

に
の
ぼ

っ
て
花
を

摘
み
、

亡
霊

を
供
養

す

る
と
か
、

天
道
花
と

い

っ
て
竿

の
先

に
く
く

っ
て

軒

端

に
立

て
る
風
習
を
も

つ
所
が
多

い

(中

に
は

一
月

遅

れ

の
五
月

八
日
に
実

施
す

る
と

こ
ろ
も

あ
る
)

。
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ま
た
、

こ

の
際

に
、
丹

波

の
氷
上
郡

で
は
、
新

仏

の
あ

る
家

で
、

四
月

八
日

に
、

盆
と
同
様

に
他

家

に
嫁

い
だ

子
が
墓
参

り

に
く

る
こ
と
を

「
花
折

始

め
」

と

い

っ
て

い
る
。

七
月

の
盆
に
な

る
と

「
ッ
イ

タ
チ

ミ
チ
」

と

い

っ
て
、

精

霊

の
出

て
来

や
す

い
よ
う

に
、

山

か
ら

里

へ
降

り
る
路

の
道

を
刈
払

う
行
事

が
静
岡

県
地

方

で
行

わ
れ

て

い

る
。ま

た
、

七
月

十

一
日
か
ら

十

二
日
に
か

け

て
、

早
朝
か

ら
、
山

へ
出
か
け

て
盆
花

を

と

っ
て
く
る
。

こ
の
習
俗

は
全
国

的

に
見

ら
れ
る

が
、
山

に
滞
留

す
る

死
者

の
魂

が
、

花

に
慧

い
て
、
山

か

ら
里

の
家

々
に
迎
え

ら
れ
る

と

い
う
伝

承

で
あ
る
。

柳
田
国

男
は

圃
先

祖

の
話
」

に

圃
魂

が
身

を
去

っ
て
高

い
峯

へ
行

く
と

い
ふ
考

へ
方

と
、

そ

の
山
陰

に

枢
を

送

っ
て
行

く
慣

行
と

の
間

に
は
、
多

分
関
係

が
有

っ
た
ら

う

と
私

は
思

ふ

の
で
あ
る
。

さ
う
し

て
形
骸

の
消

え
て
痕

無

く
な

る
と
共

に
、

次

第

に
麓

の
方

か
ら

登
り

進

ん
で
、

し

ま
ひ

に
は
天

と
最
も
近

い
清
浄

の
境

に
安

ら
か

に

集

ま

っ
て
居
ら

れ
る
も

の
と
我

々
は
信

じ

て
居

た
。

そ
れ

が

卯
月

八
日

の
岳
参

り

の
理
由

で
も
あ

れ
ば
、

又
山

の
神

が
春

の
始

め
に
里

に
降

っ
て
来

て

田
な

つ
も

の

＼
成

育

を
助
け
た
ま
ふ
と

い
ふ
・
信
仰

の
も
と
で
も
あ

っ
た
か
と
い
ふ
の
が
現
在
の
私
の
意
見
で
あ
る
㌔

長

々
し

く
柳

田
国

男

の
説
を
引

い
た

の
は
、
祖

霊
と
穀

霊

と
が
渾

(
こ

ん
)

然

一
体

と
な

っ
て
い
る

こ

の
説
が
長

く
民
俗

学
界

を
支
配

し

て
き

た

か

ら

に
他
な

ら
な

い
。
現
在

の
、

否
、

祖
霊
問

題
が
論

議
さ

れ

て
か

ら

の
中

心
課
題

は
、

日
本
人

が
古
代

以
来

の
霊
的

観
念

を
持

っ
て
、

先
祖

の
魂
が

山
か

ら
天

に
上
り
、

時

を
得

て
山

を

経

由
し

て

子
孫

の
も

と

に
現
わ
れ

る
と

い
う

こ
と
よ
り
も

、

果
し

て
、
先

祖

の
魂
が
、

山

の
神

、

田

の
神

、

さ

て
は

歳

の
神

で
示

さ
れ

る
穀
霊

と
同

一
で
あ

る

の
か
否

か

と

い
う

こ
と

で
あ

っ
た
。

こ
の
夏

(
一
九
八

一
)
、
奈

良

大
学

で
開

催
さ

れ
た
第

五
回

ア
ジ

ア
民
俗

学

大
会

の
席

上

に
於

て
も
、

こ
の
点

に

つ
い
て
若
干

の
討
議

が
行
わ

れ
た
。

そ

の
際

「
台

湾

で
は
、
中

元
節

に
先

祖

と
、
先
祖

の
な

い

(寄

辺

な
き
)

霊

と
は
峻

別
さ
れ
、

前
者

は

屋
内

で
丁

重
に
ま

つ
ら
れ
、

後
者

は
屋
外

で
、

鬼

と
し

て
杞

ら

れ

て

い
る
」
と

の
報
告

に
続

き

「
韓

国

で
は
中

元
を
亡
魂

忌
と
呼

ん

で
、

以
前

は
杞

る
人

の
な

い
霊

を
ま

つ

っ
て
い
た
よ
う

で
あ

る
が
、

現
在

で
は
中

元
は
、

田
作
り

が

一
段
落
し

て
作

物

の
神

に
祈

り
を
捧
げ

る
日
と

な

っ
て
い

る
」
と

し

て
、
先

祖

の
祭
り

は
厳

格

に
行

わ
れ

る
が
、
祖

霊
と
穀

霊
と

は
、

意
識

の
上

で
は

っ
き

り
区
別
さ

れ

て

い
る
旨

の
報
告

が
あ

っ
た
。

こ
う
し

た

比
較
民
俗

学
的

考

え
方

が
進

ん

で
き

て
か
ら

、
祖
霊

と
穀

霊
を

め
ぐ
る
議

論
は
可

成
り
活

発

で
あ
る
。

そ
う

し
た

研
究
論
議

の

一
端

を
以

下
に
紹
介

し
た

い
。

祖
霊
と
穀
霊
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祖
霊
と
穀
霊

1

新

嘗

祭

響

田
を
耕
作
す
る
上
で
、
招
か
れ
る

「
田
の
神
」

の
送
迎
に

つ
い
て
は
、
水

口
の
祭
り
、
或
い
は
田
植

の
始
あ
に
招

い
た
サ
の
神

(
田
の
神
)
を
、

田
植

の
終
了
時
に
サ

ノ
ボ
リ
と
称
し
て
、
送
る
儀
礼
が
あ
る
が
、
秋

の
収
穫
時
に
は
、
田
植
時
の
よ
う
に
送
迎
儀
礼
を
行
わ
ず
に
、
長
野
県
の
カ
ガ
シ
ア
ゲ
の
よ
う
に
、
カ
ガ
シ
を
家
に
入
れ

る
と
か
、
石
川
県
能
登
の
ア
エ
ノ

コ
ト
の
よ
う
に
、
田
の
神
を
田
か
ら
家
に
迎
い
入
れ
て
丁
重
に
も
て
な
し
た
後
に
山
に
送
る
例
が
あ
る
。
中
に
は
山
に
送
ら
ず
、
そ
の

ま
ま
春

に
な
る
と
家
か
ら
田
に
出
ら
れ
る
と
い
う
地
域
も
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
、
秋
、
収
穫
が
終
る
と
山

に
お
送
り
し
、
春
、
田
植
時
に
山
か
ら
お
迎
え
す
る
と
い
う

の
が

一
般
で
あ

っ
た
ろ
う
。

田
の
神
を
迎
え
る
、
卯
月
八
日
の
儀
礼
と
盆
花
を
迎
え
る
儀
礼
の
類
似
に

つ
い
て
は
、
先
述
の
通
り
で
あ
る
。

こ
の
点
、
柳
田
国
男
は

「
先
祖
の
話
」
の
中

で
、
歳
徳
神
に
ふ
れ

「
春
毎
に
来
る
我

々
の
年
の
神
を
、
商
家
で
は
福
の
神
、
農
家

で
は
ま
た
御

田
の
神
だ
と
思

っ
て
居

る
人
の
多

い
の
は
書
物
の
知
識
か
ら
は
解
釈
の
出
来
ぬ
こ
と
だ
が
、
た
と

へ
間
違
ひ
に
し

て
も
何
か
隠
れ
た
原
因

の
あ
る

こ
と
で
あ
ら
う
。

一
つ
の
想
像
は
、
此
神
を
ね

ん
ご
ろ
に
祭
れ
ぼ
、
家
が
安
泰
に
富
み
栄
え
、
殊
に
家
督
の
田
や
畠
が
、
十
分
に
そ
の
生
産
力
を
発
揮
す
る
も
の
と
信
じ
ら
れ
、
且

つ
そ
の
感
応
を
各
家
が
実
験
し
て
居

た
ら
し

い

こ
と

で
、

こ
れ

ほ
ど

数
多
く

、

ま
た
利
害

の

一
致

し

な

い
家

々
の
た

あ
に
、

一
つ
く

の
庇
護

支
援

を
与

へ
得

る
神
と

言

へ
ば
、

先
祖

の
霊
を
外

に
し

て
は
、

さ
う
沢
山
は
あ
り
得
な
か

っ
た
ら
う
と
思
ふ
」
と
し
て
、
歳
徳
神

の
お
姿
を
七
福
神
中
の
寿
老
人
と
し
た
り
、
老
翁
の
姿
に
見
立
て
て
い
る
例
を
述
べ
て
い
る
。

そ
の
後

「
稲
の
産
馬

に
於

て
・
新
穀
を
始
め
て
天
皇
が
召
し
あ
が
る
新
嘗

の
祭
に
ふ
れ
、
「
稲
村
、
稲
積
の
方
言
に
、

ニ
ホ
、

言

ウ
等
の
語
が
あ
り
、
こ
れ
は
新
嘗

の
ニ
ヒ
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
折

口
信
夫
が
触
れ
た
こ
と
が
端
緒
と
な

っ
て
、

こ
の
稲
穂
積
が
、
宇
野
円
空
氏
が
東
南
ア
ジ
ア
の
稲
米
儀
礼
に
於

て
紹
介
さ
れ
た
穀
母
が

穀
童
を
育

て
て
い
く
信
仰
行
事
と
何
か
関
連
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
論
ぜ
ら
れ
た
。
沖
縄
で
入
間
の
産
屋
を
シ
ラ
と
い
い
、
八
重
山
で
は
稲
積
を
も

シ
ラ
と
い
う
こ
と

に
着
目
し
て
、

妊
婦
を
シ
ラ
ビ
ト
ウ
、

産
婦
を
ワ
カ
ジ
ラ
ア
と
い
う
語
と
、

産
屋
の
穣
れ
を
白
不
浄
と
い
う
際
の
白
と
の
関
係
、

或
い
は
東
北
の
オ
シ
ラ
サ

マ
が
、
正

月
、
三
月
、
九
月
の
各
十
六
日
、
年

三
度
に
祭
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
農
神

の
上
り
、
下
り
す
る
日
で
あ

っ
て
、
東
北
で
は
農
神
の
こ
と
と
思
わ
れ
て
い
る
日

で

あ

る

こ

と
。
に
も
触
れ
、
沖
縄
で
は
、
育

て
る
を

ス
ダ

テ
ィ
ン
と
い
い
、
ま
た
産
井
の
水
を

ス
デ
ミ
ヅ
、
稲
の
種
籾
を

ス
ジ
と
い
う
こ
と
と
併
せ
て
、

ス
ジ

(種
籾
)
を
産
み
育

て
る
も
の
が
、

シ
ラ
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
思
い
を
寄
せ
、
人
と
稲

の
土
ハ
通
点
を
そ
の
産
育
用
語
の
上
か
ら
と
り
上
げ
ら
れ
た
上
で
、
新
嘗
祭
こ
そ
、
稲

の
産
屋
入

it



り

の
儀
式
、

次

の
新

し

い
稲
実

を
産
み
育

く
む
儀
式

の
日

で
は

な

い
か

と
推
論
さ

れ
た

の
は
、

今
か

ら
見

て
ま

こ
と

に
卓

見

で
あ

っ
た
と

思
う
。

こ
と

に
十

一
月

二
十

三
日

は
霜

月

の
二
十

三
夜
講

の
行

わ
れ

る

日
で
、

一
般

に
大
師
講

と
さ
れ
、
霜

月

粥

を
祝
う

の

で
あ

る
が
、
貧
し

い
女

が
大
師

に
供
養
す

る
た

め

の
食
物
を

盗
み

に
出

た
と
か
、

そ
れ
は
隣

の
田

の
稲
穂

を

抜

い
て
、

そ
れ
を
粥

に
し

て
進
ぜ

た
と
か
、

そ

の
女

の
片

足
が
悪

く
足
跡
を
か

く
す

た
め

に

こ
の
日
は
雪
が
降

る
と

い
う

伝
承
が
あ

る
。

白

い
雪

の

シ

ロ
、

そ
し

て

二
十

三
日

は
ま
た

ニ
ジ

ス
ソ

の
森

と
か
、

ニ
ソ
の
森

と
呼
ば

れ
る
。
死
者

の
遺
骸

を
葬

っ
た
所

を
ま

つ
る
日
と

い
う
伝

承
も
若
狭

に
あ

る
こ

と

を
思

い
起
す

と
、

祖
霊

と
穀
霊

の
深

い
関
連

を
示
す
説

と

い
え
よ
う
。

ω

こ
の
説

を
ふ
ま
え

て
、

石
塚
尊

俊
が
、
稲

を
育

く

む
祖

霊
と

ま

つ
ら

れ
る
祖
霊

の
意
見

を
述

べ
た

の
も

一
つ
の
目
ざ

と

い
着

想

で
あ

っ
た
。

2

祖
霊
と
穀
霊
と
の
密
接
な
結
び

つ
き
が
、
ほ
ぼ
日
本
民
俗
学
の
中

で
定
着
し
た
か
の
如
き
感
が
す
る
時
、
田
中
久
夫
が

「
祖
先
祭
杞

の
研
究
」
の
中

で

【
祖
先
祭
杞
と

稲
の
祭
」
と
し

て
、
年
中
行
事
を
再
検
討
し
、
稲
作
の
過
程
に
お
け
る
神
祭
が
、
祖
先
崇
拝
か
ら
来
た
と
す
る
説
に
反
論
し

て
い
る
。

年
中
行
事
に
関
し
て

「
盆
と
正
月
の
二
度
の
先
祖
祭
は
本
来
存
在
し
な
か

っ
た
」
と
し
て
、
元
日
を
中

心
と
す
る
大
正
月
は
農
作
業
が
す

べ
て
終

っ
て
か
ら
豊
か
な
収

穫
を
感
謝
す
る
祭
で
あ
り
、

一
月
十
五
日
を
中
心
と
す
る
小
正
月
は
、
豊
作
を
願
う
予
祝
祭
的
性
格
が
強
い
。
そ
れ
が
祖
先
祭
杷
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
後
、
そ
の

反
映
が
現
わ
れ
た
も

の
で
あ

っ
て
、
本
来
は
祖
先
崇
拝
か
ら
お
こ

っ
た
行
事
で
な
い
と
し
て
い
る
。

盆
行
事
に
関
し
て
も
七
月
七
日
は
、
七
夕
と
も
、
七
日
盆
と
も
別
の
も
の
で
、
も
と
は
十
五
日
の
田
の
神

に
対
し
、
雨
乞
を
も
含
め
た
稲

の
成
育
を
祈
願
す
る
祭

で
あ

っ
て
、
後
世
そ
れ
に
、
盆
行
事
と
し
て
の
先
祖
祭
が
習
合
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
の
注
目
す

べ
き
意
見
が
示
さ
れ
た
。

ど
ち
ら
か
と

い
う
と
東
南

ア
ジ

ア
諸
国
の
中
元
は
祖
霊
と
は
関
わ
り
が
う
す
か

っ
た
と
い
う
見
解
と
土
ハ
通
し
て
い
る
諸
点
が
見
ら
れ
る
が
、
山
に
や
す
ら
う
死
霊
が
や

が
て
祖
霊
に
な
る
と

い
う
視
点
や
、
祖
霊
が
や
が
て
子
孫

の
も
と
を
山

の
神
、
歳
徳
神
と
し
て
訪
れ
る
と

い
う
発
想
と
は
基
本
的
に
異
な
る
と
思
う
。

こ
の
課
題
は
所
詮
、
比
較
民
俗
学
の
見
地
か
ら
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
新
嘗
祭
の
本
義
な
り
日
本
の
神
話
の
天
孫
降
臨
の
条
に
あ
る
斎
庭
の
稲
穂
の
神
勅
と

の
関
係
か
ら
す
れ
ば
、
多
分
に
祖
霊
に
裏
づ
け
ら
れ
た
穀
霊
の
姿
が
日
本
の
特
色
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

祖
霊
と
穀
霊
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今
春
急
逝
さ
れ
た
高
取
正
男
氏
が
そ
の
著
書

】
神
道
の
成
立
」

の
中
に
注
目
す

べ
き
見
解
を
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
む

ね

さ
か
き

即
ち

「
本
朝
無
題
詩
」
巻
六
の
引
用

で
、

「
惟
宗
孝
言
の
詩
の
中
に

『
正
月
春
中
四
傭
を
閉
し
…
…
門
を
鎖
し

て
賢
木
貞
松
に
換
ぶ
』
の
句
が
あ
り
、

『
近

来

の

世

(榊

)

働

俗

、
皆
、
松

を
以

て
門
戸

に
挿
す
。

而
し

て
余

は
賢
木

を
以

て
之

に
換

ふ
。

故
に
云

ふ
』

と
自
注

し
て

い

る
」

と
し

て
、

「
松

を
正
月
迎
え

の
よ
り

ま
し
に
す
る

の
は
、

山
を
荒

し
た
あ
と

の
後
次
的
な
習
俗

と

み
ら
れ
る
」

と

し
て

、
松

は
中

国

で
は
聖
樹

と
し

て
尊
ば

れ
る
が

、

む
し
ろ
我

国

で
は

照
葉
樹

を
よ
り
ま
し

と
し

て
い
た

の
で
は

な

い
か

と
し

て
い
る
。

正
月

の
松
迎

え

の
習
俗

も
あ

る
が
、

松

よ
り
も

田

の
神

迎
え
等

に
見
ら
れ

る
山

花

を
採
取

す

る

の
が
古
風

で
あ
る
と
す

る
な
ら
ば
、

正
月
神

を
穀

霊
と
す

る
よ
り
も
、

む
し
ろ
祖
霊

で
あ
ろ
う

と
す
る
柳

田
説

と
、

田
の
神
迎

え
と
が

一
致

す
る

こ
と
を
裏

付
け

る
見
解

で
あ
ろ

う
。

即
ち
、

祖
霊

も
穀
霊
も
同

じ
よ
り
ま

し

に
迎

え
よ
う
と
し

た
こ
と
を
指

摘
さ
れ

て
い
る
よ
う

で
あ
る
。

尤
も

高
取

氏
は
、
祖

霊
、
穀

霊

の
関
わ
り

で
述

べ
て
い
る
わ
け

で
は
な

い
。

今

一
つ
宮
本
常

一
氏
は

融
屋

敷
神
と

し

て
の
稲
荷
L

と

い

う
論
文

の
中

に
、

「
中
世

以
前

で
は

供
養

碑

か
逆
修
塔
以
外

に
近
世

の
よ
う
な
墓
石

は
み
ら
れ
な

い
が
、

死

者

は
多

く
屋
敷
内

に
土
葬
さ
れ
、

め
じ

る
し

に
常
緑
樹

が
植

え
ら
れ
た
ら
し

い
。

そ
れ
が
大
木

に
育
ち

、

屋

敷
神

と

み
な
さ
れ
、
根
も

と
に
稲
荷

の
桐

な
ど
を
杞

っ
て

い

03る
」
と
述
べ
て
い
る
。
屋
敷
神
が
祖
霊
で
あ

っ
て
も
、
墓
そ
の
も
の
が
屋
敷
神
に
な
る
か
に
つ
い
て
は
直
江
広
治
氏
を
始
め
、
多
く
の
異
論
は
あ
る
が
、
少
く
と
も
稲
荷

社
と
い
う
穀
霊
を
示
す
神
が
、
祖
先
墓
と
同
じ
よ
う
に
杞
ら
れ
て
い
る
点
は
注
目
に
値

い
す
る
。

以
上
こ
の
種

の
研
究
を
今
後
更
に
進
め
る

一
里
塚
と
し
て
諸
説
を
紹
介
し

つ
つ
私
見
を
述
べ
た
次
第
で
あ
る
。

以
上

(9)(8)
註

(7}(6)(5)(4)(3)(2)(1)

柳
田
国
男
著

「山
宮
考
」

一
〇

一
頁

一
九
四
七
、
小
山
書
店
刊

同
右
書

=

九
頁

堀

一
郎

「我
国
民
間
信
仰
史
の
研
究
」
第
五
編

「
山
嶽
信
仰

の
原
初
形
態
に
関
す
る

一
仮
説
」
二
〇
七
i
二
四
八
頁

一
九
四
八
、
創
元
社
刊

同
右
書
二
一
=

頁

葬
送
習
俗
語
彙
参
照

一
九
三
七
刊

一
九
八
〇
、
図
書
刊
行
会
複
刻
。

歳
時
習
俗
語
彙
参
照

一
九
三
七
刊

一
九
八
〇
、
図
書
刊
行
会
複
刻

柳
田
国
男
著

「先
祖
の
話
」
二

一
五
頁

一
九
四
六
、
筑
摩

書
房
刊

柳
田

「先
祖
の
話
」
二
〇
頁

に
ひ
な
め
研
究
会
編

「新
嘗
の
研
究
」
所
収

一
九
五
三
、
創
元
社
刊

..



(13)(12)(11)(10}

日
本
民
俗
学
巻
号
所
収

田
中
久
夫

「祖
先
祭
杞
の
研
究
」

一
九
ヒ
八
、
弘
文
堂
刊

三
五
三
頁

高
取
正
男

「神
道
の
成
立
」

一
六
四
頁
、

一
九
七
九
、
平
凡
社
刊

雑
誌

「米
」
18
号
所
収
、

一
九
七
五
、
伏
見
稲
荷
大
社
刊

..
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