
「
だ

ん

じ

り

」

考

吉

川

正

倫

○
序

に

代

え

て

九
月
十

四

日
、
十

五

日
は
岸
和

田
市

の
岸
城

神
社

の
祭

礼

で
あ

る
。
昔

か
ら
、

門
岸
和

田

の
だ

ん
じ
り

祭
」

と
か

「
岸

和

田

の
け

ん
か
祭
」

の
異
名

が
あ
り
、

そ

の
曳

き
方

の
勇
壮

さ
と

土
ハ
に
、

よ
く

起

る

「
だ

ん
じ

り
」

相
互

間

の
喧
嘩
、

衝
突

が
問

題
視
さ

れ
た
結

果
、

警

察

関
係

の
規

制
も
き
び

し

く
な
り
、

か

な
り
穏

や

か
な
祭
礼

と

な

っ
た
と
聞

い
て

い
る
。

実
際

に
こ

の
祭

り
を

目

に
す

る
機
会

を
持
ち
、

私
自

身

の
脳
裡

に
想

像

し

て
い
た

「
だ

ん
じ
り
」

と
実

際

の
姿

の
間

に

い
く

つ
か

の
差
異

を
感
じ

た
。

そ

の

一
つ
は
、
各

町
内
会

と

も
子
ど

も
会
が
先

頭

で
あ

り
、
続

く
青

年
団

に
は
中
学

生
、
高
校

生

が
男

女

と
も

に
加
わ

っ
て

「
エ
ン
ヤ
ー

.
ソ
ー

リ

ャ

・
ソ
ー
リ

ャ
」

の
か
け
こ

え

で
、

ハ
ッ
ピ
、

鉢
巻

き
、

地
下
足
袋

姿

で
勇

ま
し

く
走

っ
て

い
た

こ
と

で
あ
る
。

ま
た
次

に
は
、

「
だ

ん
じ
り
」

の
進

路

の
規

制
が

あ
り
、

皆

一
方
通

行
と

し

て
、

衝
突

す

る
可
能

性
を

極

力
減

ら

そ
う

と
し

て

い
た

こ
と

で
あ

る
。

こ

の
た

め
、

神
社

へ
勢

揃

い
す

る

「
だ

ん
じ

り
」

の
行
列

と

い
う

よ
り

も
、

町
内

を

巡
回

す

る

「
だ

ん
じ
り
」

の
印

象

が
強

く

現
れ

て
い
た
。

と
び

第

三
点
と

し

て
は
威
勢

よ
く

町
内
を

巡
回
す

る

「
だ

ん

じ
り
」

の
屋

根

に
の
る
鳶

職

の
人

数
制
限

が
さ

れ

て
お
り

、
規

制

の
き

び
し

さ
を
感

じ
た

こ
と

で
あ

っ
た
。
同

時

に
人

の
み

が
あ
り
、

神

ら
し
き

存
在

を
感
じ
さ

せ
な

い

こ
と

で
も
あ

っ
た
。

ふ

り
う

総
じ

て

「
だ

ん
じ
り
」

は
地
車

と
も

書
き
、

祭

の
風
流

、

即
ち
行

列

で
あ
り
、
新

し

い
意

匠
を

競

い
、

年

々
目
先

を
か
え

て
ゆ
く
と

こ
ろ

に
そ

の
本

意

が
存
す

る
と

思

わ
れ
る
だ
け

に
、
変

化

に
富
む

と

こ
ろ

は
興
味

深

い
の

で
あ

る
が
、

"
地
車

」

そ

の
も

の
が
何
れ

の
町
内

の
も

の
も
新

し

い
彫
物

で
飾

ら
れ

て
居

る
反
面
、

若

い
衆

の
数

も
勢

い
も
、

些

か
年
少

者

に
押

さ

れ
勝

ち

の
印

象

を
受
け

た

の
は
、

一
つ
に
は
規

制

の
き
び

し
さ

も
あ

ろ

う

が
、

ま

た

一
方

で
は
、
若

い
衆

の
年
代

そ

の
も

の

の
実
数

が

「
だ
ん
じ
り
」
考
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「
だ
ん
じ
り
」
考

減
少
し

て
い
る
こ
と
に
も

一
因

が
あ

ろ
う
と

思
わ
れ
る
。

但
し
、

こ
の
だ
ん
じ
り

の
実
像

と
は
別
に
、
私

の
脳
裡

に
あ

っ
た

「
地
車

」
観

に

つ
い
て
以
下
述

べ
て
み
る
。

ア

だ

ん

じ

り

の
発

生

祭
り

に
際
し
、

特
定

の
限
ら
れ
た
入
だ
け

が
参
加

し
て
、

神

を
送
迎
し
、
神

に
祈
願
を
捧
げ
る
祭
が
あ

る

一
方

で
、
祭
典
に
対
し
て
、
多

く
の
観
衆

と
い
う

か
見
物
と

い
う
か
、

柳
田
国
男
に
よ
れ
ば

「
祭
の
参

加
者
の
中

に
、
信

仰

を
共

に
せ
ざ
る
入

々
」

の
出
現
す
る
も

の
が
あ

る
。

前
者
が
、

ど
ち

ら
か
と
言

え
ば
、

人
目
を
避
け

て
、

ひ
そ
や
か
に
神

の
出
自
を

待

つ
夜

の
祭

で
あ

る
の
に
対

し
て
、
美

々
し
く
飾
り
立

て
る

こ
と
を
主
眼
と
す

る
後
者

の
方
は
通
例

「
祭
礼

」
と

し
て
祭
り
と

区
別
さ
れ

て
い

る
。
だ

ん
じ
り
は
、

ま
さ
に
こ
の
祭
礼

の
立

役
者
と
言

え
よ
う
。

そ
の
所
以
は
、

祭
礼
と
は
、
各
種

の
祭

り

の
中

で
大
き

い
祭

で
あ
る
。

そ
の
大
き

い
祭

の
特

に

一
つ
の

㈹

の
ぼ
り

み

こ
し

祭
を
祭
礼
と
す
る
特

色
と
し
て
、
柳

田
国
男
は

「
日
本

の
祭

」

の
中

で

「
一
つ
に

『
提
灯
』
を
軒

に

つ
る
す
、

『
幟
』
を
た

て
る
。
更

に
、

『
神
輿
』

の
渡
御
、

こ
れ
に

ふ

り
う

伴

う

い
ろ

い
ろ

の
美
し

い

『
行
列
』

で
あ

っ
た
。

こ
れ

を
風

流

(思

い

つ
き
)
と
呼
ん
だ
。
」
と
し

て
い
る

。

こ
う
し
た
風
流
は
、

昔
か
ら
ど

の
神
社

で
も
行

わ
れ
た
も

の
で
は
な
く
、
平
安
時
代
末
期

の
院
政
期

に
知

ら
れ
る

「
日
吉
大
社
の
神
輿
」
と

か

「
春

日
大
社

の
神
木
」

が
あ
り
、
京
都
祇
園

の
山
鉾
、
今
宮

の
風
流
な
ど
と

い
う
限

ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。

こ
う

し
た
行
事

が
展
開
さ
れ

る
に

つ
れ

て
、
祭
り
に
参
加

し
な

い
だ
け

で
な
く
、
信
仰

も
持

た
な

い
で
、

た
だ
審
美

的
立
場

で
観
覧
す
る

人
々
が
出
現
し

て
き
た
の
で

あ

る
。

然
し
、
祭
り

に
参
加
し
得
な

い
、

と

い
う
か
参
加
を
許

さ

れ
な

い
人
遠
の
観
覧

に
供

す
る
た
め
に
神
輿

や
風
流
が
案

出
さ
れ
た
の
か
と
言
え
ば
、

そ
う

で
は
な
く
、

元

来
は
神
を
お
迎
え
し
、
祭
典
後
、

お
送
り
す

る
行
事

で
あ

っ
た
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な

い
。

ご
神
霊
は
、
馬

の
背
に
立

て
た
御
幣

に
迎
え
た
り
、
或

い
は
神
輿

に
お
迎

え
し

て
祭
場

に
ご
案
内
し
、

祭
場

か
ら
お
送
り
す

る
の
が
、
祭
礼

の
最
も
大
き

い
特

色
と
考

え
ら
れ

る
風
流

で
あ
り
、
神
輿

の
前
後

に
連

な
る
行
列

も
そ

の

一
つ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

従

っ
て
、
神
輿
と

い
う
も

の
も
地
車
と

い
う
も

の
も
神

霊

を
お
迎
え
し
、

お
送
り
す

る

こ
と
が
、

そ
の
本
意

で
あ

っ
た
と

い
え
る
。

あ
が
た

京
都

の
宇
治
県
神
社

の
祭
礼

の

「
ボ

ン
テ

ン
」

の
渡
御

の

よ
う

に
、
そ

の
行
列
を
拝
め
ば
、
目
が

つ
ぶ

れ
る
と

い
う

の
は
、

そ
の
本
質
を

よ
く
表
わ
し

て
い
る
と

い
え
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よ
う
。

神
は
社
殿
に
常
住
さ
れ
て
い
る
と

い
う
の
は
、
中
古
と
い
う
か
、
神
社
が
社

殿
を
以

て
構
成
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
か
ら
の
信
仰
で
あ
る
が
、
そ
れ
ま
で
の
日
本

の
神

道
で
は
、
神
は
祭
に
限

っ
て
天
よ
り
降
臨
さ
れ
る
と

い
う
信
仰
で
あ

っ
た
。

こ
の
天
よ
り

神
が
示
現
さ
れ
る
最
も
顕
著
な
例
が
落
雷

で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
菅
原
道
真
公
が
、
太
宰
府

で
、
不
遇

の
中
に
こ
の
世
を
去

っ
た
後
、
京
都
で
落
雷
が
相

次
ぎ
、
藤
原
時

平
を
始
め
、
世
を
と
き
め
く
人
々
に
不
幸
が
続
い
た
の
を
、
道
真
公
の
怨
霊
の
所
為
と
し
て
、
天
満
大
自
在
天
神
と
し
て
祀

っ
た
と

い
わ
れ
る
御
霊
信
仰

は
そ
の
典
型
で
あ
ろ
う
。
落
雷

に
ヒ
ン
ト
を
得
た
訳

で
も
あ
る
ま

い
が
、
高

い
竿
な
り
鉾
を
立
て
て
、
神
を
迎
え
る
目
じ
る
し
と
し
た
も
の
が
山
車

(だ
し
)
、

山
鉾

の

は
じ
ま
り
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。

　

　

山

車

と
は
、

祭
礼

に
曳

く
山

・
鉾

・
人
形

な
ど
を

飾

っ
た
屋
台

で
あ

る

が
、

こ
れ

を
だ
し

と
呼

ぶ

の
は

、

江
戸

で
は

屋
台
全

体

の

こ
と

で
あ
る

が
、

上

方

で
は

屋
台

の

ひ
げ

こ

㈲

　

へ

中
心
と
し
て
立

て
る
ほ
こ
や
柱

の
先
の
部
分

の
こ
と
で
あ

っ
た
。
一
和
歌
山
県
粉
河
町
の
地
車

(だ
ん
じ
り
)
の
も
ち
火
と
称
す
る
鷺
籠
は
、
最
も
顕
著
な
例
」
と
さ
れ
て

だ

よ
う

し
ろ

い
る
が
、
鉾
の
先
の
部
分
に
、
神

の
依
代
と
し
て
と
り

つ
け

る
松
や
杉

の
葉
、
ま
た
は
竹
で
編
ん
だ
髭
籠

の
竹
の
編
み
残
さ
れ
て
出

て
い
る
も
の
を

「
出
し
」
と
呼
ん
だ

も
の
で
あ
り
、

屋
台

の
尖
端
に
突
出
さ
せ
、
神
の
よ
り
し
ろ
と
し
た
も
の
の
呼
称
が

「
出
し
」
「
山
車
」
の
呼
称

の
始
ま
り
で
あ

っ
た
こ
と
は
既
に
定
説
と
な

っ
て
い
る
。

山

の
よ
う
に
高
い
と

こ
ろ
、
竿
や
鉾

の
出
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
神
の
降
臨
さ
れ
る
と

こ
ろ
と
し
た
も
の

だ
ろ
う
が
、

賑
か
に

飾
り
立
て
る

祭
儀
の
例
に
、
貞
観
五
年

(
八
六

三
)
五
月
二
十
日
の
神
泉
苑
の
御
霊
会
が
あ

る
。

三
代
実
録
巻
七
の
条

に
は
、

「
廿
ロ
壬
午

。
於
二
神
泉
苑
↓
修
二
御
霊
会

一
(中
略
)
、
王
公
卿
士
赴
集
共
観
。
霊
座
六
前
設
コ
施
几
箆
魂
盛
凋
陳
花
果
鴫
(中
略
)
以
二
帝
近
侍
児
童
及
良
家
稚
子
一為
竺
舞
人
一。

大
唐
高
麗
更
出
而
舞
。
雑
伎
散
楽
競
-
尽
ご
其
能
殉
此
日
宣
旨
。
開

二
苑
四
門
イ聴

二
都
邑
人
出
入
縦
観
田
云

々
」
と
あ

っ
て
、

神
前
に
お
供
え
を
し
、

律
師
を
し
て
読
経
せ
し

む
る
と
と
も
に
舞
楽
、
散
楽
を
競
演
せ
し
め
、

一
般
入
の
縦
観
を
も
許
し
て
い
る
。
尚
此
の
時
に
お
招
き
し
た
御
霊
と
し
て

■
崇
道
天
皇
、
伊
豫
親
王
、
藤
原
夫
人

(
吉

子
)、

及
観
察
使

(仲
成
ヵ
)、

橘
逸
勢
、
文
室
宮
田
麻
呂
L
等
の
六
座
を
挙
げ

て
い
る
。

こ
う
し
た
御

霊
会
が
、
そ
の
後
、
祇
園
、

北
野
天
満
宮
、
今
宮
な
ど

で
行
わ
れ
る
に

つ
れ
、
次
第
に
賑
か
さ
を
増
し
、
特

に
行
列
や
芸
能
が
大
き
い
役
割
を
示
す
よ
う

に
な
る
と
と
も

に
、
仮
装
し
た
風
流
や
、
移
動
屋
台

と
し
て
、
台

の
上
に
鉾

や
竿
な
ど

の
出
し
物
を
立
て
た
山
車

(
だ
し
)
と
な

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
め

事
実

、
平

安

朝
に
は
、
神
泉

苑

か
ら
内
裏

に
参

っ
た
移

動

神
座

と
し

て
の
標
山

が
あ

っ
た
と

伝
え
ら

れ

て

い
る
。
前

述

の
粉

河
町

の
だ

ん
じ

り
は
兎

も
角

と
し

て
、

一

「だ
ん
じ
り
」
考
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「だ
ん
じ
り
」
考

般
に
神
迎
え
の
標
示
で
あ
る
竿
や
鉾
を
立
て
た
も
の
を

「
山
車

(さ
ん
し
ゃ
)
」
と
か

「
や
ま
」
と

い
う
が
、
鉾
を
た
て
な
い
も
の
を

「
だ
ん
じ
り
」
と
呼
ぶ
と

い
う
。

と
す
れ
ば
、
だ
ん
じ
り
と
は
神
迎
え
の
標
示
を
と
り
さ

っ
た

「
山
車
」
の
こ
と
と
も
言
え
る
が
、

こ
れ
を
文
字
化
す
れ
ば
、
山
車
に
対
し
て

「
地
車
」
と
も
呼
ん
で
い

る
。
ま
た
壇
尻
な
ど
と
も
書

い
て
、
如
何

に
も
彫
物
を
施
し
た
壇

の
尻
を
引
き
ず
る
感
じ
を
与
え
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　

　

　

　

へ

　

　

祇
園
祭

り

で
は

「
山
」

と

「
鉾
」

が
あ
り
、

「
山

と

い
う

の
は
入
形

な
ど

で
飾

り
、

入

が
か

つ
い
で
歩

い
た
だ

し
も

の
で
あ

る
。

い
ま

は
か

つ
ぐ

か
わ
り

に
、

山

の
下

な
ぎ
な
た

に
車
輪
を

つ
け
て
曳
く
。
」
i
鉾

の
ほ
う
は
、
山
よ
り
は
る
か
に
大
き
く
て
、

い
つ
も
巡
行

の
と
き
先
頭
を
ゆ
く
長
刀
鉾
が
二
十

一
メ
ー
ト

ル
あ
ま
り
」

「
こ
ち
ら
は
も
と

か
ら
車
輪
が

つ
い
て
い
て
、
大
勢
で
綱
を

つ
け

て
曳
く
」
と
米
山
俊
直
が
説
明
し

て
い
る
が
、
鉾
と
い
う
の
は
神
を
迎
え
た
標
山

の
名
残
り
で
あ
り
、
風
流
と
し

て
難
し

た
て
る
山
の
方
は
、
元
は
か
つ
い
だ
と

い
う
が
、
岸
和
田
の
だ
ん
じ
り
も
神
を
お
迎
え
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、

「
山
」

の
転
化
と
も
考
え
ら
れ
る
。

イ

山

と
山

車

と

地
車

「
山
」
は
祇
園
祭
り

で
は
鉾
を
立
て
ず
、
元
来
は
人
の
担
ぐ
神
輿
様
の
も
の
で
あ

っ
た
と
い
う
が
、
他
の
土
地
で
は
鉾
を
立
て
た
の
を
山
車
と
か
や
ま
と
呼
び
、
鉾
の

な
い
の
を
だ
ん
じ
り
と
呼
ぶ
場
合
が
多
い
。

案
外
、
祇
園
の

h
山
L
に
、
だ
ん
じ
り

(地
車
)
と
山
車

(や
ま
、
だ
し
)

の
中
間
を
結
ぶ
接
点
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

ふ

り
う

こ
の
風

流

の

「
山

」

を
離

れ

て
、

自
然

の
山

は
、

日
本

人

の
心
の
故
里
と

い
う

べ
き
か
。

島
国

で
山

に

囲
ま

れ

て
い
る

こ
の
国

で
は
、

山

か
ら
出

て
、
山

に
か
く

れ

る

日
月

を
仰
ぎ

、
山

に
去

来
す

る
雲
を
眺

め

つ

つ
、

天
上

遥

か

な
霊
界
と

此
世

の
階
梯

の
よ
う

に
山

を
思
う

こ
と

が
多

か

っ
た
。

こ

の
こ
と

が
、
農
耕

神
と

し

て
の
田

ノ
神

が
、
秋
冬

に

は

山

ノ
神

と
な
り
、

春
夏

に
は

田
に
降
り
立

つ
信
仰

と
も
な

れ
ば
、
山

が
祖

霊

の
常
住
す

る
と

こ
ろ
と
も
信

じ

ら
れ

て
き
た
。

山

頂

の
小

山口同
く
な

っ
て
い
る
と

こ
ろ
は
、

天
に
最

も
近

い
と

い
う
発
想

で
あ

ろ
う
し
、

こ
れ
は
、
海

の

岬
が
海

原
遥

か
の
国

に
最
も
近

い
と

い
う

水
平
的
信

仰
と

も
相

結

ぶ

も

の
で
あ
る
。

む
な
か
た

神
観
念
と
し
て
も
海

で
は
宗
像

の
神
の
よ
う
に
沖

っ
宮
と
辺

っ
宮
と
が
神
の
彼
方
、
此
方
を
結
ぶ
如
く
、
山
頂
近

い
山
宮
と
里
方

の
里
宮
と
が
山
に
囲
ま
れ
た
地
域
で

信
じ
ら
れ
て
き
た
。

こ
の
際
、
神
霊
の
宿
り
ま
す

の
は
沖

っ
宮
、
山
宮
で
あ
り
、
拝
む
の
は
、
辺

っ
宮
、
里
宮

で
あ
る
も
の
が
、
海
原
と
浜
辺
、
山
と
里
と
の
神
の
巡
幸
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に
や
が
て
つ
な
が

っ
て
ゆ
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
祖
霊

に

つ
い
て
も
、
忌
む

べ
き
死
の
穣
が
、
歳
時
と
と
も
に
う
す
れ
ゆ
き
、
や
が
て
、
晴
れ
て
聖
な
る
存
在
と
し
て
神
化
さ
れ
て
ゆ
け
ば
、
里
を
離
れ
た
山
の

一
角
に
居
住
す
る
も
の
と
信
じ
ら
れ
、

「
先
祖
の
話
」
で
柳
田
国
男
が
説
く
如
く

「
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
あ

っ
た
ろ
う
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

こ
の
点
で
、
山
と
は
元
来
、
神

の
出
現
す
る
所
で
あ

っ
た
。

「
滋
賀
県
野
洲
郡

三
上
村
の
宮
幣
中
社
御
上
神
社

の
祭
神
天
之
御
影
命

が
、
孝
霊
天
皇
六
年
六
月
十
八
日

三
上
山
頂
に
出
現
ま
し
ま
し
た
と
説

い
て
、
毎
年

こ
の
日
を
以
て
神
職
氏
子

一
同

が
山
頂
に
登

っ
て
祭
祀
を
行
ひ
、
降

っ
て
本
殿
祭
を
仕

へ
奉
る
を
例
と
し
、

こ
れ
を
特

㈲

に

『
奥
宮
祭
』
と
呼
ん
で
い
る
」

の
如
く
、
も
と
も
と
山
頂
を
神
の
寄
る
聖
地
と
し

て
、
別
に
里
宮
と
し
て
拝
所
を
設
け
た
も
の
が
漸
次
変
化
し
た
末
、
山
頂
を
奥
宮
と

し

て
、
拝
所
の
里
宮
が
御
霊
代
を
備
え
た
社
殿
と
な
る
例
は
我
国
に
は
多
い
。
大
和
の
大
神
神
社
の
如
く
神
山
を
直
ち
に
ご
神
体
と
す

る
例
も
ま
た
あ
る
が
、
里
宮
が
盛

大
に
な
る
に

つ
れ
、
奥
宮
と
の
交
流
を
、
中
間
地
点
の
御
旅
所

へ
の
ご
巡
幸
に
代
え
る
形
に
展
開
す
る
こ
と
も
ま
た
数
多

い
の
で
あ
る
。

山
頂
よ
り
、
神
を
里
宮

に
お
迎

え
し
、
ま
た
里
宮
か
ら
山
頂

の
山
宮

へ
お
送
り
す
る
例
は
、
田
植

の
際

の
農
耕
神
事
で
あ
る

「
サ
オ
リ
」

「
サ
ナ
ブ
リ

(
サ
ノ
ボ
リ
の

転
託
)
」

を
始
あ
、

神
社

の
祭
儀

に
も
例
が
多

い
。

「
山
梨
県

の
下
宮
地
の
三
輪
神
社

の
四
月
卯

日
の
大
祭
の
神
事

の
節

は
、
そ
の
前
夜
丑
の
刻
に
神
主
が
神
膿
を
捧
げ

ω

無
燭
無
言
に
て
山
宮

へ
移
し
、
翌
朝
本
社

に
帰

っ
て
神
事
を
終
る
」
と

い
う
。

山
車
と
は
、

こ
う
し
た
山
宮
か
ら
里
宮

へ
神
迎
え
を
し
、
里
宮
か
ら
山
宮

へ
お
送
り
す
る
行
事
を
儀
礼
化
す
る
中

で
生
れ
て
き
た
風
流
で
は
な
か
ろ
う
か
。

や

ま

山
車

の
意

は
、

山
そ

の
も

の
に
神
を

お
迎

え
す

る
と

い
う
以
前

に
、

山
と
里

と

の
神

霊
往
復

の
際

に

い

う

「
山

に
行
く
」

と

の
語

が
名

詞
化
さ

れ
た

も

の
で
あ
ろ
う
。

一
方

で
ま
た
、

山
車

そ

の
も

の
を
曳
き

廻
す

こ
と

に
よ

り
、
神

霊

の
降

臨
を
願

っ
た
と
も
考

え
ら

れ
る

。

ミ

ア

レ

京
都
、
上
賀
茂
神
社
に
伝
わ
る
葵
祭
に
先
立

つ

「
御
阿
禮
神
事
」
は
そ
の
間

の
い
き
さ

つ
を
物
語

っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

嗣
當
日

(現
在
五
月
十

二
日
)
は
神
社
よ
り
宮
司
以
下
、
御
阿
裾
所
に
参
向
し
、
御
團
に
向
ひ

一
拝
し
、
握
舎
に
着
き
、
葵
柱
を
挿
頭
に
す
る
。
次
に
献
の
式
、
手
水

そ
う

あ

っ
て
庭
煉
を
消
し
、
暗
闇

の
う
ち
に
奉
幣
あ
り
。
裂
幣
を
榊
に
附
く
。
神
人
榊
を
持
ち
御
園
正
面

の
立
砂
を
三
匝

(
巡
)
し
て
停
立
。
宮
司
以
下
は
神
館
の
座
に
北
上

西
面
に
着
く
。
次
で
雅
楽
頭
代
笏
拍
子
を
打
ち
て
秘
歌
を
奏
す
る
う
ち
を
神
人
榊
を
持
ち

て
進
行
し
、
裏
門
よ
り
社
頭
橋
を
過
ぎ
樟
橋
を
渡
り
、
櫻
門
前
を
経

て
新
宮
門

に
入
り
若
宮
社
本
殿
前
を
経

て
中
門
に
出
で
棚
尾
社
に
榊

二
本
を
挿
し
置
き
、
櫻
門
を
過
ぎ

て
玉
橋
を
渡
り
、
二
鳥
居
を
経
て
御
所
舎

の
南
方
権
地
に
榊

三
本
を
安
置
し

「だ
ん
じ
り
」
考
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「
だ
ん
じ
り
」
考

三
匝

一
拝
。
次
で
宮
司
以
下
昇
殿
し
て
透
廊
の
座
に
着
き
、
開
扉
、
小
庭
に
松
明
を
挙
げ
、
殿
舎
の
燈
籠
に
火
を
点
じ
、
次

で
葵
桂
を
献
じ
、
片
山
御
子
神
社
に
も
献
じ

㈹

畢

っ
て
祝
詞
を
奏
し
て
閉
扉
退
出
す
る
の
で
あ
る
。
」

ミ

ア

こ
の
御
阿
禮
は

「
御
生
れ
」
で
あ
り
、
生
れ
ま
せ
る
神
霊
を
裂
幣
を

つ
け
た
榊
に
お
迎
え
し
て
、
社

に
ま

つ
っ
た

の
で
あ
る
。

約
30
年
前
に
こ
の
行
事
を
拝
し
た
時
の
感
じ
か
ら
、
こ
の
文
を
読
む
時
、
神
迎
え
に
当
り
、
立
砂
を
三
回
廻
る
時
に
神
霊
が
宿
り
給
う
と
観
ず
る
く
だ
り
が
実
に
鮮
や

か
で
あ
る
。

賀
茂
の
例
祭
の
葵
祭
を
執
行
す
る
に
際
し
、
天
神
を
迎
え
ま

つ
る
神
事

で
あ
る
が

「
山
」
な
り
山
車
、
ま
た
地
車
を
曳

い
て
町
内
を
巡
回
す
る
の
は
、
風
流
と
し
て
観

衆
に
見
せ
る
行
事
に
な
る
前
に
、
神
迎
え
の
儀
礼
で
は
な
か

っ
た
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
祭
礼

の
神
輿
が
、
里
宮
か
ら
山
宮
に
赴
か
れ
る
の
は
神
迎
え
の
た
め
で
あ

っ
た

と
す
れ
ば
、
本
宮
か
ら
お
旅
所

へ
の
巡
幸
、
あ
る
い
は
御
旅
所
な
く
し
て
、
町
内
を
巡
回
さ
れ
る
と

い
う
の
は

一
つ
の
ミ
ア
レ
の
神
事

で
あ

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
が
、

一
方

で
、
山
の
神
が
産
神
と
さ
れ
る
所
以
で
は
あ
る
ま

い
か
。

山

の
神
が
何
故
お
産

の
神

で
あ
る
の
か
と
い
う
理
由
は
、
今
日
尚
、
民
俗
学
上
の
課
題
で
あ
る
。

か
わ
つ
ら

の

秋

田
県
川
連
の
山
の
神
迎
え
の
例
が
あ
る
。

こ

ご

た

「
こ
の
地
方

で
は
、
産

神

は
、

以
前

か
ら
宮
城

県
小
牛

田

の
山

の
神

で
あ

っ
た
。

神

迎

え

の
方
法

は
、

屋
根

に
上

っ
て

南
方

に
向

か

い
、

『
ワ
ラ

シ
ナ

シ
が
始

ま

っ

た
、

マ
メ
デ
ナ

シ

(安
産

)

の
よ
う

に
』

と
祈

願
す

る
。

た

だ
山

の
神

も
す

ぐ

に
は
来

ら
れ
な

い
場
合

も

あ

っ
て
、

そ
う
す

る
と
難
産

の
様

子

に
な

っ
た
り
す

る
。
産

婆

は
、

ま
だ
山

の
神
が

こ
な

い
の
で
、
な

か
な

か
生
れ

な

い
、

早

く
呼

ぶ

よ
う

に
と
再

三
主

人

に
告

げ
る
。

す
る

と
主

人
は
、

南
方

の
山

の
神

の
い
る
方
向

に
向

か

っ
て
迎

え
馬

を
出
す

の
で
あ

る
。

山

の
神

は

こ
ち

ら

に
向

か

っ
て
く

る
の
で
あ

る
か
ら
、

途
中

で
出
会

う
は
ず

で

あ
り
、

南

に
向

か

っ
た
馬
が
山

の
神

に
出
会

う
と
、

そ

の
場

に

止

っ
て
動

か
な
く
な

る
。

そ

こ
で

『
山

の
神
さ
ま
、

馬

に
乗

っ
て
く

だ
さ

い
』

と
言

っ
て
、

元

へ
引
き

返

す
。
家

に
着

い
て
、
山

の
神

の
到

着
を
告
げ

る
と
、
産

婦
は

安

心

し

て
出
産

で
き

る
。

も
し
山

の
神

の
到

着
が
遅

れ
、
遠

方

ま

で
行

っ
て
か
ら
引
き

返
す

こ
と
が

あ
る
と

、

難
産

で
死

ん

で
し
ま
う

こ
と
が

あ
る
と

い
う
。

こ
う
し
た

場

合

は
日
頃
山

の
神
信
仰

の
薄

い
入
だ

っ
た
と

い
わ

れ

て
お

り

、
多
く

の
女
性

は
出
産

の

こ
と
が

あ
る
た

め
、

日
頃

山

の
神

へ
の
信

心
は
き
わ

め

て
厚

い
の
で
あ

る
」

と

こ
う

し
た
産

神

が
山

の
神

で
あ

る
と

信
じ

て

い
る
地
域

は

、
東

北
地
方

一
円

か
ら
、

関

東

・
中

部
地

方

に
も

及
ん

で

い
る

と

い
う
。

神

の
示

現
を
願

っ
て
、

山

へ
神

迎

え
に
行
く

と

い
う
姿

が

、

ミ

ア
レ
の
信

仰
と

と
も

に
出
産

を
守
る
神

に

つ
な
が

っ
た

と

見
て
も
不

思
議

で
は
あ

る
ま

い
。
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山
、
山
車
、
地
車
の
呼
称
か
ら
、
神
迎
え
の

一
つ
の
儀
礼
が
様
式
化
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
次
第
で
あ
る
。

ハ

結

び

地
車
と
書
く
よ
う
に

一
だ
ん
じ
り
」
は
、
山
と
は
直
接
に
結
び

つ
か
な
く
な

っ
て
か
ら
現
れ
た
呼
称
で
あ

っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
地
団
駄
を
履
む
等
と
呼
ば

れ

る
よ
う

に
多
勢

の
若
者
が
大
地
を
踏
み
し
あ
て
走
る
様
は

「
だ
し
」
と

い
う
よ
り
は

「
だ
ん
じ
り
」
と

い
っ
た
方
が
適
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

秋
の
収
獲
を
控
え
て
、
大
地
に
住
む
悪
霊
を
退
散
さ
せ
、
無
事
穀
霊
が
稲
に
結
ぶ
よ
う
に
祈
願
す
る
の
が
、

こ
う
し
た
風
流
を
生
じ
た

一
面
で
あ

っ
た
と
も

い
え
る
。

し
か
し
、
山

へ
神
迎
え
に
出
向
き
、
神
の
降
臨
を
願
う
儀
礼
が
、
お
旅
所
と
本
宮

の
往
復

に
代
り
、
更
に
町
内
を
巡
回
し

て
、
神

の
示
現
を
願
う
形
に
な

っ
た
時
、
新

し
く
大
地
を
踏
む

こ
と
に
意
義
が
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

や
が
て
は
、

祭
り
の
た
び
ご
と
に
、

神
が
、

神
を
ま

つ
る
氏
子
信
者
の
家

々
を
訪
れ
る
こ
と
に
意
味
が
重
ん
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
く
る
と
、

行
列
を
組
む
こ
と

は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
町
内
会

に
対
す
る
示
威
と
も
な
り
、
曳
き
手
の
若
者
の
威
勢
を
示
す

こ
と

に
な

っ
て
く
る
。

神
の
降
臨
を
願
う
気
持

よ
り
も
、
祭
に
参
加
し
な

い
観
衆
を
意
識
す
る
よ
う
に
な

っ
た
た

め
、
だ

ん
じ
り
を
曳
く
こ
と
に
よ

っ
て
味
わ
う
自
己
陶
酔
と
観
衆

へ
の
示
威

の
な

い
ま
ざ

っ
た
形
で
、
現
在

の
だ
ん
じ
り
観
が
進
ん
で
い
る
と
も
言
え
る
。

風
流
と
は
や
は
り
、
移
り
変
る
も
の
で
あ
り
、

い
ろ
い
ろ
な
思

い
付
き

が
現
れ
る
も
の
で
あ
る
。

(9)C8)C7)
註

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

柳
田
国
男

「日
本
の
祭
」
39
頁

角
川
文
庫

昭
和

31
年
刊

前
掲
書

36
頁

37
頁

38
頁

民
俗
学
辞
典

謝
頁

東
京
堂

昭
和
26
年
刊

米
山
俊
直

「祇
園
祭
」
24
頁

中
公
新
書

昭
和
49
年
刊

柳
田
国
男

「先
祖
の
話
」

20
頁

筑
摩
書
房
、
昭
和
21
年
刊

堀

一
郎

「遊
幸
思
想
」

皿
頁

育
英
出
版
、
昭
和

19
年
刊

堀

「前
掲
書
」
㎜
頁

官
国
幣
社
特
殊
神
事
調
三
の
9
頁

堀

一
郎

「前
掲
書
」

㎜
頁
所
収

宮
田
登

「神
の
民
俗
誌
」
44
頁

岩
波
新
書

昭
和

54
年
刊

一145-一

 

「
だ
ん
じ
り
」
考


