


　
　
　
　

凡
例

 
・
本
書
の
う
ち
、
特
に
ア
イ
ヌ
文
化
に
お
け
る
様
々
な
習
俗
は
現
代
で
は
調
査
が
難
し
く
、
明
治
〜
昭
和
期
の
記
録
に
基

づ
く
記
述
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
二
章
の
地
域
ご
と
の
事
例
に
つ
い
て
は
成
立
の
経
緯
が
異
な
る
複
数
の
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
、
複
数
の
話
者
・
研
究
者
に
よ
る
記
述
を
総
合
し
た
。
よ
り
詳
し
く
は
北
原
次
郎
太
著
『
ア
イ
ヌ
の
祭
具

　イ
ナ
ウ

の
研
究
』（
北
大
出
版
会
）
お
よ
び
今
石
み
ぎ
わ
著
『
日
本
列
島
に
お
け
る
削
り
か
け
習
俗
の
研
究
』（
東
北
芸
術
工
科
大
学

大
学
院
博
士
後
期
課
程
学
位
論
文
）
を
参
照
の
こ
と

 

・
図
は
（
章
番
号
―
図
表
番
号
）
と
い
う
よ
う
に
示
し
、
章
の
中
で
は
通
し
番
号
と
し
た
。
文
中
で
図
を
示
す
際
は
、
同

じ
章
の
場
合
は
図
表
番
号
の
み
を
記
し
た
。
博
物
館
の
収
蔵
品
に
つ
い
て
は
収
蔵
館
の
略
号
と
収
蔵
番
号
を
示
し
、
略

号
は
、
旭
川
市
立
博
物
館
↓
旭
、
北
海
道
博
物
館
↓
道
、（
一
財
）
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
↓
白
、
北
海
道
大
学
北
方
生

物
圏
フ
ィ
ー
ル
ド
科
学
セ
ン
タ
ー
耕
地
圏
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
植
物
園
（
前
：
北
海
道
大
学
農
学
部
博
物
館
）
↓
北
、
北
海

道
立
北
方
民
族
博
物
館
↓
北
民
、
国
立
民
族
学
博
物
館
↓
民
、
浦
河
町
立
郷
土
博
物
館
↓
浦
、
サ
ハ
リ
ン
州
郷
土
博
物

館
↓
ユ
、
と
し
た

 

・
ア
イ
ヌ
語
の
表
記
は
北
海
道
ウ
タ
リ
協
会
（
編
）『
ア
コ
ロ
イ
タ
ク

　
ア
イ
ヌ
語
テ
キ
ス
ト
１
』（
一
九
九
四
）
の
表
記

法
に
準
拠
し
、
原
資
料
の
表
記
を
引
く
際
は
「

　
」
に
入
れ
た
。

 

・
い
く
つ
か
の
重
要
な
言
葉
に
つ
い
て
は
巻
末
に
キ
ー
ワ
ー
ド
集
と
し
て
解
説
を
つ
け
た
。
そ
の
場
合
、
本
文
中
初
出
に

＊
を
つ
け
て
示
し
た

 

・
本
書
で
使
用
し
た
市
町
村
の
単
位
は
平
成
の
大
合
併
以
前
の
も
の
を
基
本
と
し
、
合
併
に
よ
り
市
町
村
名
が
変
更
し
た

も
の
は
旧
○
○
町
、
と
い
う
よ
う
に
示
し
た

 

・
主
要
参
考
文
献
、
お
よ
び
文
中
で
引
用
し
た
文
献
に
つ
い
て
は
巻
末
の
「
参
考
文
献
」
に
ま
と
め
て
掲
載
し
た

表
紙
図
版
：（
右
）
ク
マ
送
り
に
用
い
る
イ
ナ
ウ
（
樺
太
東
海
岸
新
問

　北
民
Ｅ

－

565
）

　
　
　
　
　（左
）
ボ
ン
デ
ン
コ
（
秋
田
県
旧
角
館
町
雲
然
）



i

　
　
　
　
目
次

　
　

は
じ
め
に　

ii

一
章　

ア
イ
ヌ
の
信
仰
と
イ
ナ
ウ
習
俗　

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・　

１

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　◎ 

コ
ラ
ム　

様
々
な
二
次
加
工 

　
16

二
章　

イ
ナ
ウ
の
資
料　

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・　

19

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　◎ 
コ
ラ
ム
　
樹
種
と
そ
の
選
択 

　
44

三
章　

本
州
以
南
の
信
仰
と
削
り
か
け
習
俗　

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・　

47

四
章　

本
州
以
南
の
削
り
か
け
資
料　

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・　

63

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

◎ 

コ
ラ
ム　

製
作
技
術
と
道
具

　 

80

五
章　

世
界
に
広
が
る
イ
ナ
ウ
状
木
製
品　

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・　

82

　
　

キ
ー
ワ
ー
ド
集　

91　

　
　

参
考
文
献　

97

樺
太
島
西
海
岸
鵜
城
・
来
知
志 

19
／
石
狩
市
浜
益
区 

24
／
札
幌
市
・
石
狩
市 

26 

新
十
津
川
町
（
旭
川
市
）
27
／
美
幌
町 

30
／
徹
別
川
（
釧
路
市
春
採
）・
釧
路
市
幣
舞
（
鶴
居
村
）
32

十
勝
（
帯
広
市
・
芽
室
町
・
音
更
町
）
33
／
北
千
島
シ
ム
シ
ュ
島
（
シ
コ
タ
ン
島
）
34



　 

ii

　
　
　
　
は
じ
め
に

　
セ
ン
タ
ー
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
４
と
し
て
『
花
と
イ
ナ
ウ
―
世
界
の
中
の
ア
イ
ヌ
文
化
』
を
刊
行
し
ま
す
。

　

近
年
、
北
海
道
内
や
本
州
各
地
で
ア
イ
ヌ
民
族
の
儀
礼
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
イ
ナ
ウ
を
目
に
す
る
機

会
も
増
え
ま
し
た
。
華
や
か
な
祭
り
の
場
で
、
ア
イ
ヌ
模
様
な
ど
と
並
ん
で
目
を
引
く
存
在
で
す
が
「
そ
の
意
味
・
役

割
は
？
」
と
聞
か
れ
る
と
答
え
に
困
る
方
も
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

一
方
、
本
州
の
削
り
か
け
は
、
早
く
か
ら
イ
ナ
ウ
と
の
類
似
が
注
目
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
ア
イ
ヌ
文
化
を
学
ぶ
人

に
も
、
ま
た
一
般
に
も
必
ず
し
も
知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
本
書
の
タ
イ
ト
ル
、「
花
と
イ
ナ
ウ
」
は
、
民
俗
学

者
の
柳
田
國
男
が
一
九
五
三
年
に
著
し
た
論
文
の
タ
イ
ト
ル
で
す
。
柳
田
は
こ
の
論
文
の
中
で
、
イ
ナ
ウ
と
削
り
か
け

は
ふ
た
つ
の
異
な
る
民
族
間
に
お
い
て
「
偶
発
」
し
た
、
お
互
い
に
連
続
性
の
な
い
習
俗
だ
と
し
ま
し
た
。
そ
し
て
そ

れ
以
降
、
今
日
ま
で
イ
ナ
ウ
と
削
り
か
け
の
比
較
研
究
は
本
格
的
に
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
イ
ナ

ウ
と
削
り
か
け
の
造
形
上
の
類
似
や
、
両
文
化
が
地
理
的
に
隣
接
、
あ
る
い
は
重
な
り
合
っ
て
展
開
し
て
き
た
こ
と
を

考
え
る
と
、
こ
れ
ら
が
互
い
に
全
く
関
係
の
な
い
習
俗
だ
と
は
と
て
も
思
え
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
近
年
の
研
究
で
は
、
イ

ナ
ウ
と
酷
似
し
た
木
製
品
が
広
く
ユ
ー
ラ
シ
ア
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
ま
で
の
一
帯
で
用
い
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
っ
て



iii

き
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
イ
ナ
ウ
も
削
り
か
け
も
、
日
本
列
島
を
超
え
、
よ
り
広
い
文
化
圏
の
中
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る

文
化
的
要
素
の
ひ
と
つ
だ
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
イ
ナ
ウ
と
削
り
か
け
に
つ
い
て
考

え
る
こ
と
は
、
世
界
の
中
の
ア
イ
ヌ
文
化
に
つ
い
て
よ
り
深
く
理
解
す
る
上
で
、
ま
た
ア
イ
ヌ
文
化
と
日
本
文
化
の
関

わ
り
を
考
え
る
上
で
、
ひ
と
つ
の
重
要
な
手
掛
か
り
と
な
る
の
で
す
。

　

そ
こ
で
、
本
書
で
は
イ
ナ
ウ
、
削
り
か
け
習
俗
を
研
究
す
る
編
者
二
人
が
、
こ
れ
ま
で
専
門
的
知
識
な
し
に
は
な
か

な
か
近
づ
く
こ
と
が
難
し
い
分
野
で
あ
っ
た
イ
ナ
ウ
と
削
り
か
け
に
つ
い
て
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
取
り
巻
く
信
仰
に
つ

い
て
、
わ
か
り
や
す
く
紹
介
し
よ
う
と
試
み
ま
し
た
。
ま
た
、
ア
イ
ヌ
文
化
・
日
本
文
化
の
さ
ら
に
外
側
に
広
が
る
世

界
各
地
の
事
例
に
つ
い
て
も
少
し
だ
け
取
り
上
げ
ま
し
た
。

　

当
セ
ン
タ
ー
の
活
動
は
、
先
住
民
に
つ
い
て
の
研
究
と
成
果
の
普
及
に
重
点
を
置
い
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、

先
住
民
と
主
流
派
社
会
の
人
々
は
政
治
的
に
は
異
な
る
立
場
に
あ
る
一
方
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
形
成
し
て
き
た
文
化
は
、

特
に
両
者
が
隣
接
し
て
生
活
し
て
き
た
場
合
に
は
連
続
性
を
持
っ
て
い
る
方
が
自
然
だ
と
い
え
ま
す
。
と
か
く
「
主
流

社
会
と
は
異
な
っ
た
人
々
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
が
ち
な
先
住
民
の
文
化
を
、
そ
れ
と
は
少
し
違
っ
た
視
点
か
ら
理
解
す

る
方
法
と
し
て
、双
方
の
文
化
の
共
通
点
を
取
り
上
げ
て
考
え
る
こ
と
は
有
効
な
方
法
の
一
つ
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

本
書
が
、
ア
イ
ヌ
文
化
・
日
本
文
化
双
方
へ
の
理
解
を
深
化
さ
せ
る
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。



第
一
章

　
ア
イ
ヌ
の
信
仰
と
イ
ナ
ウ
習
俗

北
原　

次
郎
太

（
聞
き
手
：
今
石　

み
ぎ
わ
）
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カ
ム
イ
と
は
何
か

　

北
原　

さ
て
、
イ
ナ
ウ
に
つ
い
て
お
話
し
た
い
の
で
す
が
、
そ
れ
に
は
ま
ず
カ
ム
イ
に
つ
い
て
知
っ
て
い
た
だ
く
方

が
良
い
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
イ
ナ
ウ
は
カ
ム
イ
を
祭
る
た
め
に
捧
げ
る
物
で
す
の
で
。

　

今
石　
「
カ
ム
イ
」
と
い
う
言
葉
は
よ
く
耳
に
し
ま
す
が
、
そ
の
概
念
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
ね
。

　

北
原　

は
い
。
最
近
は
北
海
道
外
で
も
商
店
や
商
品
の
名
前
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
増
え
て
、
ア
イ
ヌ
語
の
中
で
も

「
ユ
ー
カ
ラ
」
と
並
ん
で
良
く
知
ら
れ
た
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
言
葉
の
使
わ
れ
方
、
そ
れ
が
指
す
者
を
つ
ぶ
さ

に
見
て
い
く
と
ア
イ
ヌ
の
信
仰
を
考
え
る
上
で
重
要
な
ト
ピ
ッ
ク
が
い
く
つ
も
出
て
き
ま
す
。

　

今
石　

き
っ
と
カ
ム
イ
に
つ
い
て
語
る
だ
け
で
一
冊
の
本
が
で
き
る
く
ら
い
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。

　

北
原　

そ
う
な
ん
で
す
。
周
囲
の
文
化
と
見
比
べ
な
が
ら
考
え
を
巡
ら
せ
て
い
く
と
楽
し
い
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は

基
本
的
な
事
実
だ
け
。
ま
ず
、
ア
イ
ヌ
の
世
界
観
に
は
ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
の
傾
向
が
見
ら
れ
ま
す
。
ど
ち

ら
も
日
本
を
は
じ
め
ア
ジ
ア
の
色
々
な
文
化
圏
に
見
ら
れ
ま
す
。そ
の
意
味
で
は
共
通
の
文
化
が
あ
る
と
言
え
ま
す
が
、

ま
た
そ
の
文
化
ご
と
の
特
色
も
あ
り
ま
す
。
ま
ず
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
は
、
生
物
・
無
生
物
を
問
わ
ず
、
様
々
な
も
の
に

生
命
が
宿
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
で
す
。
動
植
物
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
他
の
も
の
も
。
空
気
や
土
を
除
け
ば
、
あ
ら
ゆ

る
物
が
生
き
て
い
ま
す
。
単
に
命
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
知
的
活
動
を
し
て
い
る
。
ア
イ
ヌ
文
化
に
は
た
く
さ

ん
の
ま
じ
な
い
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
短
い
祈
り
詞
と
し
て
の
内
容
を
持
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
夜
遅
く
川
で
水
を

汲
む
と
き
に
は
水
に
向
か
っ
て
「
水
の
神
よ
起
き
て
く
だ
さ
い
、
水
を
汲
み
ま
す
よ
」
と
唱
え
ま
す
。
川
に
は
水
の
神
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が
い
る
、
そ
し
て
水
の
神
も
夜
は
寝
て
い
る
か
ら
、
い
き
な
り
バ
ケ
ツ
を
突
っ
込
ん
で
は
失
礼
に
あ
た
る
、
そ
れ
に
神

が
見
て
い
な
い
と
、
水
の
中
に
ご
み
や
虫
が
入
り
か
ね
な
い
、
と
い
う
考
え
方
な
ん
で
す
。

　

今
石　

水
に
向
か
っ
て
祈
り
を
唱
え
る
と
、そ
れ
が
き
ち
ん
と
水
の
神
様
に
通
じ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

　

北
原　

ち
ゃ
ん
と
通
じ
ま
す
。
身
の
回
り
の
も
の
が
み
な
生
き
て
い
て
、
良
い
言
葉
も
悪
い
言
葉
も
聞
き
取
る
の
で

す
か
ら
大
変
で
す
。
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
は
、
あ
る
方
法
を
使
え
ば
、
精
霊
の
声
を
直
接
聞
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
考

え
で
す
ね
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
専
門
家
（
＝
霊
能
者
）
に
限
ら
れ
ま
す
。
我
々
ふ
つ
う
の
ア
イ
ヌ
は
、
祈
り
を
あ
げ
て
、

そ
れ
に
カ
ム
イ
が
ど
う
応
え
る
か
は
何
か
の
兆
し
や
夢
な
ど
言
語
外
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
感
じ
取
る
し
か
あ
り

ま
せ
ん
。

　

今
石　

土
に
は
命
が
な
い
と
い
う
の
も
面
白
い
で
す
が
、
そ
の
他
の
も
の
は
み
ん
な
生
き
て
い
て
、
し
か
も
知
的
活

動
を
し
て
い
る
。
そ
の
場
合
の
「
生
き
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
「
カ
ム
イ
」
と
い
う
概
念
か
ら
考
え
る
と
、「
す
べ

て
の
も
の
に
は
カ
ム
イ
が
宿
っ
て
い
る
」
と
い
う
捉
え
方
で
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

北
原　

実
を
言
う
と
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
不
正
確
な
ん
で
す
。生
き
て
い
る
と
い
う
事
と
カ
ム
イ
で
あ
る
事
は
話
が
別
。

生
き
て
い
る
と
は
ラ
マ
ッ
「
生
命
・
＊霊

魂
」
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
人
間
だ
っ
て
当
然
ラ
マ
ッ
を
持
っ

て
い
る
。
だ
け
ど
も
普
通
の
人
間
は
カ
ム
イ
と
は
呼
び
ま
せ
ん
。

　

今
石　

逆
に
言
え
ば
、
本
州
以
南
で
も
人
が
亡
く
な
る
と
祖
霊
と
し
て
祀
り
の
対
象
に
な
り
う
る
よ
う
に
、
人
間
で

も
カ
ム
イ
と
認
識
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

北
原　

は
い
。
そ
れ
か
ら
動
植
物
な
ら
全
て
カ
ム
イ
と
呼
ば
れ
る
訳
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
「
神
」
と
い
う

と
、
現
代
日
本
語
で
は
善
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
で
す
が
、
カ
ム
イ
の
中
に
は
飢
饉
や
流
行
病
を
司
る
恐
ろ
し
い
者
も
い
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を
殺
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
中
に
は
意
思
や
理
性
が
ほ
と
ん
ど
感
じ
取
れ
ず
、
害
意
の
か
た
ま
り
の
よ
う
な

者
も
い
ま
す
。
こ
う
い
う
も
の
は
ア
ラ
ウ
ェ
ン
カ
ム
イ
「
凶
悪
な
神
」
や
、カ
ミ
ア
シ
「
化
け
物
」
と
呼
び
ま
す
。
従
っ

て
カ
ム
イ
と
い
う
言
葉
は
、
偉
大
な
力
を
持
つ
者
へ
の
畏
れ
か
ら
く
る
呼
び
名
で
あ
り
、
病
気
な
ど
害
を
も
た
ら
す
者

で
あ
っ
て
も
通
常
は
対
話
の
余
地
が
あ
る
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
含
む
と
言
え
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
図
の
下
半
分

は
人
間
に
影
響
を
及
ぼ
す
ほ
ど
の
力
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
善
悪
を
問
わ
ず
名
前
が
あ
り
ま
せ
ん
。
強
い
て
あ
げ
れ

ば
パ
ク
サ
や
ト
ポ
チ
と
い
う
呼
び
名
が
あ
り
ま
す
が
。

　

今
石　

で
は
、
人
間
に
対
し
て
超
越
的
な
力
を
持
つ
カ
ム
イ
だ
け
で
な
く
、「
化
け
物
」
や
パ
ク
サ
な
ど
も
含
め
た

総
体
が
「
精
霊
」
と
な
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
し
て
カ
ム
イ
の
中
に
は
恩
恵
を
も
た
ら
す
も
の
も
、
人
間
に
と
っ
て
は
敬

遠
し
た
い
も
の
も
存
在
す
る
。

　

北
原　

は
い
。
敬
遠
と
い
う
言
葉
が
ま
さ
に
適
切
で
す
ね
。
病
魔
は
一
面
で
は
偉
大
な
神
と
も
考
え
ら
れ
て
い
ま
す

し
、
関
連
す
る
伝
承
も
非
常
に
多
い
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
病
魔
避
け
の
習
俗
に
は
「
邪
悪
な
者
を
追
い
祓
う
」
と
い

う
発
想
と
「
こ
と
を
荒
立
て
ず
立
ち
去
っ
て
も
ら
う
」
と
い
う
発
想
が
混
在
し
て
い
ま
す
。
世
界
の
宗
教
に
は
し
ば
し

ば
相
反
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
あ
わ
せ
持
つ
神
格
が
見
ら
れ
ま
す
よ
ね
。最
も
恐
ろ
し
い
者
が
最
も
尊
敬
さ
れ
て
い
る
と
か
。

同
じ
よ
う
に
ア
イ
ヌ
文
化
に
お
け
る
病
魔
は
恐
ろ
し
い
者
で
す
が
、
発
想
を
変
え
て
う
ま
く
付
き
合
え
ば
、
脅
威
を
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
も
で
き
る
わ
け
で
す
。「
病
魔
が
人
間
と
の
談
判
に
負
け
て
薬
草
を
も
た
ら
し
た
」
と
い
う
伝

承
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
、
脅
威
を
も
た
ら
す
も
の
は
、
そ
れ
を
除
く
こ
と
も
で
き
る
と
す
る
考
え
か
ら
生
ま
れ
て

き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
う
し
た
位
置
づ
け
は
固
定
的
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
ん
な
者
に
も
両
面
性
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
悪



5

神
が
善
行
を
す
れ
ば
祭
ら
れ
ま
す
し
、
悪
神
の
内
に
あ
る
善
の
心
に
祈
り
を
あ
げ
れ
ば
、
善
神
に
な
る
と
も
言
い
ま
す
。

反
対
に
、
善
神
が
人
を
害
す
れ
ば
遠
ざ
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
人
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
ク
マ
は
カ
ム
イ

と
し
て
の
地
位
を
剥
奪
さ
れ
、
復
活
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
通
常
は
格
下
に
見
ら
れ
て
い
る
も
の
が
、
人
間
に

恩
恵
を
与
え
て
昇
格
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
例
外
的
な
話
で
す
が
、
人
間
の
場
合
も
広
い
地
域
を
ま
と
め
る
実
力
者
な
ど
、
一
定
以
上
の
影
響

力
を
持
つ
者
は
カ
ム
イ
と
呼
び
ま
す
。
ま
た
、
死
者
も
カ
ム
イ
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
敬
意
を
示
す

と
共
に
、
肉
体
が
滅
び
て
霊
だ
け
の
状
態
と
な
っ
た
こ
と
の
比
喩
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
死
者
と
精

霊
達
の
間
に
は
明
確
な
差
異
が
あ
り
ま
す
。「
ア
イ
ヌ
の
世
界
観
で
は
、
人
も
死
後
は
神
に
な
る
」
と
言
い
切
っ
て
し

ま
う
と
誤
り
で
す
。
こ
こ
は
日
本
と
の
違
い
で
す
ね
。

　

い
ま
お
話
し
た
よ
う
に
、
一
般
的
な
説
明
で
は
カ
ム
イ
を
神
と
し
て
い
ま
す
し
、
本
書
も
以
後
の
説
明
で
は
そ
の
よ

う
に
書
き
ま
す
が
、
本
当
は
カ
ム
イ
を
人
と
対
置
し
て
考
え
な
い
方
が
わ
か
り
や
す
い
。
人
も
精
霊
も
威
信
を
獲
得
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
「
偉
大
な
者
＝
カ
ム
イ
」
と
い
う
称
号
を
与
え
ら
れ
る
し
、
落
ち
ぶ
れ
て
カ
ム
イ
と
呼
ば
れ
な
く
な

る
事
も
あ
り
ま
す
。

　

今
石　

な
か
な
か
厳
し
い
世
界
で
す
ね
。

　
　
　
ラ
マ
ッ
（
霊
魂
）
に
つ
い
て

　
北
原
　
ラ
マ
ッ
の
重
要
な
特
徴
は
、
そ
れ
が
不
滅
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
ま
じ
な
い
詞
の
中
に
は
、
マ
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イ
タ
ケ
を
採
る
時
の
唱
え
ご
と
も
あ
り
ま
す
。
山
中
で
発
見
し
た
マ
イ
タ
ケ
に
向
か
っ
て
「
お
前
は
大
き
い
ね
え
！
あ

り
が
と
う
！
ま
た
来
年
く
る
か
ら
ね
」
等
と
語
り
か
け
ま
す
。
面
白
い
の
は
「
来
年
く
る
か
ら
」
と
い
う
所
で
す
。
言

葉
だ
け
を
み
る
と
、
今
回
は
採
ら
な
い
で
帰
る
よ
う
に
思
え
ま
す
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
場
で
マ
イ
タ
ケ
を
採
る
わ
け
で

す
。
つ
ま
り
、
マ
イ
タ
ケ
を
採
っ
て
食
べ
て
し
ま
っ
て
も
、
後
に
残
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
が
ラ
マ
ッ
で
す
。
人
間
が

食
べ
る
部
分
は
い
わ
ば
マ
イ
タ
ケ
の
ラ
マ
ッ
が
一
時
的
に
宿
っ
た
仮
の
体
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
本
来
の
姿
で
は
な
い
。

だ
か
ら
、「
大
き
い
！
う
れ
し
い
！
」
と
褒
め
ち
ぎ
っ
て
お
け
ば
、
気
を
良
く
し
て
翌
年
同
じ
場
所
に
生
え
る
、
と
い

う
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
身
体
と
ラ
マ
ッ
と
は
二
元
的
、
つ
ま
り
別
立
て
で
考
え
ら
れ
て
い
て
、
ラ
マ
ッ
が
あ
る

限
り
体
の
方
は
何
度
で
も
再
生
が
可
能
で
す
。
こ
れ
は
全
て
の
事
物
に
つ
い
て
同
じ
事
が
言
え
ま
す
。

　

今
石　

そ
の
よ
う
に
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
る
の
は
面
白
い
で
す
ね
。

　
　
　
霊＊

送
り

　
北
原　

そ
し
て
、
こ
れ
は
霊
送
り
の
発
想
と
も
大
き
く
関
わ
っ
て
き
ま
す
。
霊
送
り
と
い
う
と
、
近
年
は
民
族
学
・

人
類
学
的
な
ア
イ
ヌ
文
化
研
究
よ
り
も
考
古
学
の
方
が
関
心
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
考
古
学
が
「
送
り
」

と
呼
ん
で
い
る
の
は
、
祭
壇
や
供
物
な
ど
何
ら
か
の
遺
物
・
遺
構
を
残
す
よ
う
な
儀
礼
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、

霊
送
り
自
体
は
も
っ
と
広
く
「
精
霊
の
再
生
・
再
来
を
促
す
有
形
・
無
形
の
行
為
」
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
精

霊
の
ラ
マ
ッ
は
肉
体
を
離
れ
る
と
も
と
い
た
世
界
へ
帰
り
ま
す
。
こ
の
時
に
、
人
間
が
精
霊
の
帰
還
に
積
極
的
に
関
与

す
る
事
が
あ
り
ま
す
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
器
物
を
廃
棄
す
る
と
き
に
敢
え
て
破
損
さ
せ
る
こ
と
で
、
器
物
と
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い
う
体
か
ら
ラ
マ
ッ
を
解
き
放
っ
て
や
る
、
と
い
う
も
の
で
す
。
あ
る
い
は
、
動
物
の
骨
は
そ
れ
が
欠
け
て
し
ま
う
と

再
生
で
き
な
い
と
い
う
観
念
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
骨
を
一
と
こ
ろ
に
ま
と
め
て
、
ほ
か
の
ゴ
ミ
と
混
ぜ
な
い
よ
う
に
捨

て
る
。
厳
格
に
行
う
人
は
、
サ
ケ
と
マ
ス
の
骨
も
別
な
所
に
捨
て
た
と
い
い
ま
す
。

　

ま
た
、
ク
マ
送
り
の
際
は
、
頭
骨
か
ら
皮
や
肉
、
眼
球
、
舌
、
脳
髄
な
ど
を
取
り
去
り
、
空
い
た
隙
間
に
は
イ
ナ
ウ

を
詰
め
る
、
皮
を
取
り
除
い
た
と
こ
ろ
も
全
て
イ
ナ
ウ
で
覆
う
こ
と
で
化
粧
を
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
人
間
が
も
ら
っ
た

部
位
の
代
わ
り
に
イ
ナ
ウ
を
返
す
わ
け
で
、こ
の
イ
ナ
ウ
が
新
た
な
脳
髄
な
ど
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

あ
る
猟
師
が
ク
マ
を
し
と
め
て
解
体
し
た
と
こ
ろ
、
最
近
送
ら
れ
た
ば
か
り
の
ク
マ
だ
っ
た
ら
し
く
、
脳
の
半
分
が
イ

ナ
ウ
キ
ケ
だ
っ
た
、
な
ん
て
い
う
伝
承
も
あ
り
ま
す
。

　

今
石　

イ
ナ
ウ
を
詰
め
る
と
い
う
の
は
興
味
深
い
で
す
よ
ね
。

　

北
原　

こ
う
し
た
骨
を
揃
え
た
り
、
化
粧
を
し
た
り
と
い
う
行
為
も
霊
送
り
に
関
わ
る
活
動
と
言
え
ま
す
。
そ
れ
か

ら
、
マ
イ
タ
ケ
の
例
の
よ
う
に
、
感
謝
の
言
葉
を
伝
え
る
、
あ
る
い
は
、
イ
ナ
ウ
、
神
酒
を
は
じ
め
と
し
た
捧
げ
も
の

を
す
る
事
で
再
来
を
促
す
。
例
え
ば
サ
ケ
・
マ
ス
を
捕
獲
す
る
際
は
、
網
や
銛
・
鈎
で
採
っ
た
サ
ケ
の
頭
を
特
殊
な
棒

で
叩
い
て
仕
留
め
ま
す
。
こ
の
棒
は
一
種
の
イ
ナ
ウ
と
考
え
ら
れ
て
い
て
、
叩
く
こ
と
で
イ
ナ
ウ
を
受
け
取
っ
て
帰
っ

て
い
く
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
、
動
物
を
対
象
に
行
う
儀
礼
的
な
行
為
の
多
く
は
、
広
義
の
霊
送
り
と
見
な

す
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
植
物
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
霊
送
り
の
観
念
が
明
確
で
は
な
く
、
植
物
に
関
わ
る
霊
送
り
は
、
植
物
を
素
材
に

し
た
器
物
の
霊
送
り
と
い
う
形
で
行
な
う
例
が
中
心
で
す
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
幹
を
切
っ
て
も
根
が
生
き
て
い
て
ひ

こ
ば
え
が
生
え
る
な
ど
、
植
物
の
生
命
の
あ
り
方
と
、
霊
送
り
の
発
想
に
ズ
レ
が
あ
る
た
め
で
し
ょ
う
。
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今
石　

動
物
に
対
す
る
観
念
と
植
物
に
対
す
る
観
念
が
違
う
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
再
生
の
思
想
と
い
う
も
の
が
動
物

神
を
対
象
に
展
開
し
て
き
た
と
い
う
の
は
、
と
て
も
お
も
し
ろ
で
す
。
本
州
以
南
で
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
植
物
が

再
生
す
る
と
い
う
こ
と
の
方
が
、
感
覚
的
に
わ
か
り
や
す
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　

北
原　

は
い
。
木
は
枝
を
地
面
に
挿
し
た
ら
増
え
た
り
し
ま
す
し
ね
。「
ひ
と
り
に
一
つ
の
命
」
と
い
っ
た
観
念
が

通
用
し
な
い
し
、
挿
し
木
や
根
の
埋
め
戻
し
な
ど
に
よ
っ
て
再
生
を
促
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
動
物
は

祈
る
こ
と
し
か
あ
り
ま
せ
ん
よ
ね
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
霊
送
り
の
思
想
は
動
物
神
を
対
象
と
し
て
形
作
ら
れ
、
そ

れ
を
植
物
や
器
物
に
拡
大
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
　
　
カ＊

ム
イ
ノ
ミ 

― 
祭
神
の
地
方
差 

―

　
北
原　

霊
送
り
に
お
い
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
の
は
、＊神
界
か
ら
や
っ
て
来
て
ま
た
帰
っ
て
い
く
、
い
わ
ば
来
訪

神
の
姿
で
す
。
こ
れ
と
は
別
に
、
常
に
人
間
の
周
囲
、
あ
る
い
は
神
界
に
座
し
て
恩
恵
を
与
え
る
定
位
的
な
カ
ム
イ
が

い
ま
す
。

　

今
石
　
例
え
ば
フ
ク
ロ
ウ
の
神
な
ど
で
し
ょ
う
か
。

　

北
原　

は
い
。
他
に
も
火
や
水
、海
、森
林
、山
と
か
。
コ
タ
ン
コ
ロ
カ
ム
イ「
シ
マ
フ
ク
ロ
ウ
」や
キ
ム
ン
カ
ム
イ「
ヒ

グ
マ
」
な
ど
の
動
物
神
は
、
森
林
の
世
界
に
い
て
人
々
を
守
る
定
位
的
な
神
と
し
て
普
段
か
ら
祭
り
ま
す
し
、
狩
猟
に

よ
っ
て
こ
れ
ら
を
得
た
場
合
に
は
来
訪
神
的
な
性
格
が
前
面
に
出
ま
す
。

　

今
石　

太
陽
神
や
月
神
は
祭
る
の
で
し
ょ
う
か
。



9

　

北
原　

太
陽
神
・
月
神
は
神
の
体
系
の
中
で
は
重
要
な
位
置
を
占
め
ま
す
が
、
実
際
の
儀
礼
で
は
祭
神
と
し
な
い
地

域
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
北
海
道
南
西
部
の
胆
振
地
方
や
日
高
地
方
西
部
で
は
祭
り
ま
せ
ん
。
同
じ
日
高
で
も
東
部
で

は
重
要
な
祭
神
と
し
て
い
ま
す
。
同
じ
よ
う
な
例
と
し
て
、
創
世
神
や
人
間
に
生
活
文
化
を
教
え
た
人
文
神
は
重
要
な

神
に
違
い
な
い
の
で
す
が
、
や
は
り
祭
神
と
は
な
り
ま
せ
ん
。
日
高
西
部
沙
流
地

方
で
例
外
的
に
祭
っ
て
い
る
事
例
が
あ
り
ま
す
。

　

今
石　

重
要
な
神
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
に
祭
祀
の
対
象
と
は
な
ら
な
い

ん
で
す
ね
。
そ
し
て
、
今
お
聞
き
し
た
よ
う
な
地
域
に
よ
る
信
仰
の
違
い
と
い
う

の
も
割
と
明
確
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

北
原　

そ
う
で
す
ね
。
全
体
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
祭
祀
を
行
っ
て
い
る
け

れ
ど
も
、
祭
る
対
象
や
祭
壇
の
様
式
・
式
次
第
と
い
う
レ
ベ
ル
で
は
結
構
違
い
が

あ
り
ま
す
。
近
年
は
、
い
く
つ
か
の
地
域
が
合
同
で
儀
礼
を
行
う
事
が
非
常
に
多

い
の
で
す
が
、
し
ば
し
ば
「
う
ち
は
こ
う
だ
」「
そ
ん
な
や
り
方
は
聞
い
た
こ
と
が

な
い
」
と
い
う
類
の
ト
ラ
ブ
ル
が
起
こ
り
ま
す
。
違
う
も
の
を
ム
リ
に
合
わ
せ
よ

う
と
す
る
か
ら
い
さ
か
い
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
い
っ
そ
の
こ
と
宗
派
を
立
て
て

違
い
を
は
っ
き
り
さ
せ
れ
ば
良
い
と
思
い
ま
す
よ
。
そ
の
上
で
「
今
回
は
○
○
派

の
様
式
で
行
う
」
と
す
る
と
か
。

　

今
石　

そ
れ
も
試
み
と
し
て
お
も
し
ろ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
具
体
的
に
は

ど
ん
な
「
宗
派
」
が
想
定
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
し
た
「
宗
派
」
を
と
り

表 1　儀礼が行なわれる場面



　第一章　アイヌの信仰とイナウ習俗

10

ま
と
め
る
に
も
、
い
ろ
い
ろ
困
難
が
あ
り
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
。

　

北
原　

そ
れ
が
問
題
で
す
ね
。
た
だ
、地
域
名
を
冠
し
た
呼
称
等
は
実
例
が
あ
り
ま
す
。
日
高
地
方
東
部
の
静
内
（
新

ひ
だ
か
町
）
と
い
う
地
域
は
一
つ
の
文
化
的
境
界
に
当
た
る
地
域
で
、
一
つ
の
町
に
東
部
と
西
部
の
文
化
が
並
存
し
て

い
て
、
東
部
系
の
祭
祀
様
式
を
メ
ナ
ス
ン
ク
ル
オ
ン
カ
ミ
「
東
の
人
の
祭
祀
」、
西
部
系
の
様
式
を
ス
ム
ン
ク
ル
オ
ン

カ
ミ
「
西
の
人
の
祭
祀
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

話
を
戻
し
ま
す
と
、
図
２
に
示
し
た
よ
う
に
霊
送
り
の
他
に
も
様
々
な
儀
礼
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
を
総
称
し
て
カ

ム
イ
ノ
ミ
「
神
祭
り
」
と
か
ノ
ミ
「
祈
り
」
と
呼
び
ま
す
。
ノ
ミ
は
チ
セ
ノ
ミ
「
家
の
祈
り
（
新
築
祝
い
）」、＊ア
シ
リ
チ
ェ

プ
ノ
ミ
「
新
魚
の
祈
り
（
初
漁
祝
い
）」
な
ど
祭
祀
の
対
象
と
な
る
も
の
の
名
を
冠
す
る
の
が
普
通
で
す
。

　

今
石　

こ
う
し
て
見
る
と
農
耕
に
関
す
る
儀
礼
も
い
く
つ
か
あ
る
ん
で
す
ね
。
風
を
呼
ぶ
祈
り
と
い
う
の
は
、
脱
穀

作
業
の
た
め
に
風
を
起
こ
す
こ
と
で
す
ね
。
養
子
を
取
る
と
き
の
祈
り
と
い
う
の
は
変
わ
っ
て
い
ま
す
ね
。

　

北
原　

こ
れ
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
報
告
例
が
な
い
の
で
す
が
、
家
を
継
ぐ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
家
で
の
神
々
と
先

祖
の
祭
祀
を
引
き
継
ぐ
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、も
と
の
家
系
か
ら
出
て
、そ
の
家
の
祭
祀
を
継
ぐ
こ
と
に
な
っ

た
、
と
い
う
こ
と
を
祭
神
や
先
祖
に
告
げ
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
か
ら
も
ち
ろ
ん
そ
の
子
の
健
康
祈
願
も
。

　
　
　
イ
ナ
ウ
の
は
た
ら
き

　

北
原　

カ
ム
イ
ノ
ミ
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
祈
り
詞
に
よ
っ
て
祈
願
や
感
謝
を
告
げ
る
こ
と
と
、
供
物
を
捧
げ
る

こ
と
で
す
。
捧
げ
物
の
中
で
最
も
重
要
な
の
が
イ
ナ
ウ
と
神
酒
で
す
。＊火
の
神
に
対
し
て
は
、
他
に
タ
バ
コ
や
穀
物
、
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乾
燥
し
た
山
菜
を
用
い
ま
す
。
十
勝
地
方
か
ら
東
で
は
、
こ
れ
ら
を
あ
ら
か
じ
め
混
ぜ
合
わ
せ
た
物
を
使
う
こ
と
も
あ

り
ま
す
。

　

今
石　

捧
げ
る
と
い
う
と
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

北
原　

イ
ナ
ウ
は
囲
炉
裏
や
部
屋
の
四
隅
、
戸
口
や
窓
の
両
側
な
ど
、
カ
ム
イ
が
い
る
と
さ
れ
る
場
所
に
差
し
込
み

ま
す
。
遠
方
の
山
や
川
、
あ
る
い
は
天
の
諸
神
を
祭
る
に
は
、
家

の
背
後
な
ど
あ
ま
り
人
が
踏
み
入
ら
な
い
場
所
に
イ
ナ
ウ
を
立
て

ま
す
。
イ
ナ
ウ
キ
ケ
と
い
っ
て
、
削
り
か
け
の
ヒ
ラ
ヒ
ラ
し
た
部

分
を
器
物
に
巻
き
つ
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
器
物
の

神
に
捧
げ
る
も
の
で
す
。

　

こ
う
し
て
イ
ナ
ウ
を
置
い
た
場
所
が
祭
壇
に
な
り
ま
す
。
火
や

水
の
神
に
捧
げ
た
も
の
は
、
火
中
・
水
中
に
投
じ
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
が
、
そ
の
ほ
か
の
祭
壇
に
置
か
れ
た
イ
ナ
ウ
は
基
本
的
に
そ

こ
に
置
い
た
ま
ま
で
、
次
の
儀
礼
に
は
新
し
い
イ
ナ
ウ
が
加
わ
り

ま
す
か
ら
、
次
第
に
イ
ナ
ウ
が
増
え
て
い
き
ま
す
。

　

今
石　

そ
う
す
る
と
、
年
を
経
る
ご
と
に
イ
ナ
ウ
が
ど
ん
ど
ん

蓄
積
さ
れ
て
い
く
ん
で
す
ね
。
外
の
も
の
は
朽
ち
る
に
ま
か
せ
る

の
で
す
か
。 

　

北
原　

儀
礼
を
行
う
過
程
で
、
イ
ナ
ウ
の
ラ
マ
ッ
が
本
体
か
ら

図 2　イナウと他の祭具の相関図
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抜
け
出
て
神
の
元
へ
飛
ん
で
い
き
ま
す
。
で
す
か
ら
儀
礼
後
に
立
っ
て
い
る
イ
ナ
ウ
は
、
い
わ
ば
姿
だ
け
が
残
っ
て
い

る
も
の
で
す
。
儀
礼
が
終
わ
り
、
翌
日
ま
で
イ
ナ
ウ
が
立
っ
て
い
れ
ば
祈
り
が
通
じ
た
も
の
と
考
え
て
、
あ
と
は
そ
の

ま
ま
に
し
て
お
く
の
で
す
。
あ
ま
り
多
く
な
り
す
ぎ
て
場
所
を
取
る
よ
う
で
あ
れ
ば
古
い
も
の
を
抜
い
て
、
祭
壇
の
背

後
に
納
め
ま
す
。

　

さ
て
、
イ
ナ
ウ
は
捧
げ
物
だ
と
言
い
ま
し
た
。
近
代
以
前
の
住
居
に
は
神
窓
と
い
う
神
聖
な
窓
が
つ
く
り
つ
け
ら
れ

て
お
り
神
界
と
繋
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
儀
礼
に
よ
っ
て
捧
げ
ら
れ
た
イ
ナ
ウ
は
、
神
の
住
ま
い
の

神
窓
に
現
れ
、
素
材
に
応
じ
て
金
や
銀
の
イ
ナ
ウ
に
変
化
す
る
と
い
い
ま
す
。

　

今
石　

イ
ナ
ウ
の
価
値
は
、
第
一
に
そ
れ
が
神
様
に
と
っ
て
の
宝
物
だ
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
い
う
理
解
で
よ

い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

北
原　

は
い
。
ア
イ
ヌ
文
化
で
も
、
宝
物
は
財
貨
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
一
種
の
護
符
の
よ
う
に
持
ち
主
を
守
る
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
同
じ
よ
う
に
、
神
々
も
イ
ナ
ウ
を
受
け
と
る
こ
と
で
力
を
強
め
る
と
も
言
わ
れ
ま
す
。
そ
れ

に
人
間
か
ら
多
く
の
イ
ナ
ウ
を
捧
げ
ら
れ
る
こ
と
は
、
多
く
の
人
間
か
ら
敬
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す

か
ら
、
神
々
の
間
で
の
威
信
を
高
め
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
イ
ナ
ウ
の
ラ
マ
ッ
が
人
間
か
ら
の
祈
り
を
伝
え
ま
す
か
ら
、
宝
物
兼
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
で
も
あ
る
わ
け

で
す
。
イ
ナ
ウ
に
は
性
別
が
あ
り
ま
す
が
、
例
え
ば
北
海
道
で
は
女
神
に
は
男
性
イ
ナ
ウ
、
男
神
に
は
女
性
イ
ナ
ウ
を

捧
げ
ま
す
。
同
じ
頼
み
ご
と
を
す
る
の
で
も
異
性
が
頼
ん
だ
ほ
う
が
話
が
ス
ム
ー
ズ
に
な
る
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
一

方
樺
太
で
は
、
女
性
は
女
性
同
士
、
男
性
は
男
性
同
士
と
い
う
対
応
関
係
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
方
が
気
心
が
知
れ

る
と
い
う
か
事
情
が
分
か
る
と
い
う
か
。
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今
石　

イ
ナ
ウ
に
性
別
が
あ
る
と
は
、
ず
い
ぶ
ん
擬
人
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

　

北
原　

ま
た
、
い
く
つ
か
の
例
外
的
な
イ
ナ
ウ
は
、
人
間
界
に
と
ど
ま
っ
て
守
護
神
の
役
割
を
し
ま
す
。
例
え
ば
家

長
や
家
族
の
守
護
神
、
ク
マ
檻
で
飼
っ
て
い
る
ク
マ
の
守
護
神
な
ど
で
す
。
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
た
所
で
は
、
ク
マ
の
話

し
相
手
の
イ
ナ
ウ
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
す
。
山
で
ク
マ
を
仕
留
め
た
も
の
の
、持
ち
帰
れ
な
い
と
き
に
は
話
し
相
手
・

肉
や
毛
皮
の
番
を
す
る
イ
ナ
ウ
を
作
っ
て
立
て
て
い
く
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
イ
ナ
ウ
は
、
神
に
捧
げ
る
の
で
は
な
く

イ
ナ
ウ
自
身
が
カ
ム
イ
と
呼
ば
れ
ま
す
。
文
学
の
中
に
は
、
守
護
神
の
イ
ナ
ウ
が
イ
ナ
ウ
の
姿
の
ま
ま
、
あ
る
い
は
人

間
に
変
身
し
て
物
を
言
っ
た
り
、
魔
物
を
追
う
と
い
っ
た
描
写
が
よ
く
出
て
き
ま
す
。
人
文
神
ア
イ
ヌ
ラ
ッ
ク
ル
が
巨

魔
と
戦
っ
た
時
に
は
、
六
種
の
樹
で
六
〇
本
ず
つ
、
計
三
六
○
本
も
の
イ
ナ
ウ
を
作
り
、
そ
れ
ら
が
武
装
し
た
男
女
に

変
身
し
て
援
軍
と
な
っ
て
戦
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
六
は
多
数
の
象
徴
で
す
か
ら
、
真
意
と
し
て
は
も
っ
と
多
い

わ
け
で
す
。

　

今
石　

そ
れ
は
す
ご
い
。
イ
ナ
ウ
は
守
護
神
と
し
て
神
格
も
与
え
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
に
し
て
も
、
宝
物

で
あ
っ
た
り
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
や
守
護
神
で
あ
っ
た
り
と
、
イ
ナ
ウ
に
は
随
分
た
く
さ
ん
の
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
る

ん
で
す
ね
。

　

北
原　

そ
う
で
す
よ
ね
。
加
え
て
言
う
と
、
樺
太
で
は
体
や
家
に
つ
い
た
悪
い
も
の
を
祓
い
落
と
す
祓
い
具
の
働
き 

も
し
ま
す
。
こ
う
し
た
イ
ナ
ウ
の
働
き
の
う
ち
、 

メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
は
イ
ク
パ
ス
イ
、 

守
護
神
は
ヨ
モ
ギ
人
形
や
木
偶
、

祓
い
具
は
タ
ク
サ 

（
サ
サ
や
マ
ツ
葉
、 

ヨ
モ
ギ
の
束
）
な
ど
、 
近
似
の
働
き
を
持
つ
祭
具
が
別
に
存
在
し
ま
す
。
そ
れ

ぞ
れ
の
背
景
に
も
奥
深
い
世
界
が
広
が
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
成
立
や
展
開
、
イ
ナ
ウ
と
ど
の
よ
う
に
リ
ン
ク
し
て
き

た
か
を
仔
細
に
見
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
イ
ヌ
の
精
神
史
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
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こ
こ
で
は
特
に
、
イ
ク
パ
ス
イ
に
つ
い
て
だ
け
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。
イ
ク
パ
ス
イ
と
い
う
の
は
、
木
材
を
ヘ
ラ

状
に
削
っ
て
彫
刻
を
し
た
祭
具
で
す
。
右
手
に
持
ち
、
先
端
を
酒
盃
に
ひ
た
し
て
神
の
い
る
方
角
に
向
け
て
揺
ら
し
な

が
ら
祈
る
こ
と
で
、
神
の
も
と
へ
神
酒
が
と
ど
く
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
同
時
に
、
人
間
の
前
に
立
っ
て
祈
り
詞
を
届
け

る
役
割
も
す
る
も
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
祈
り
詞
の
中
で
は
イ
ク
ニ
ッ
エ
カ
シ　

パ
ワ
シ
ヌ
ピ
ト
「
酒
棒
の
翁　

雄
弁

な
る
方
」
と
呼
ん
で
讃
え
ら
れ
ま
す
。
特
に
重
要
な
祭
儀
に
用
い
る
も
の
は
キ
ケ
ウ
シ
パ
ス
イ
「
削
り
か
け
が
付
い
た

パ
ス
イ
」
と
呼
ば
れ
、
名
前
の
と
お
り
削
り
か
け
が
付
い
た
イ
ナ
ウ
に
近
い
形
を
し
て
い
ま
す
。
余
市
町
の
キ
ケ
ウ
シ

パ
ス
イ
に
は
、
先
端
付
近
に
舌
に
見
立
て
た
短
い
削
り
か
け
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
通
常
の
イ
ク
パ
ス
イ
で
も
、
南

西
部
か
ら
日
本
海
沿
岸
で
は
口
の
よ
う
な
刻
み
を
つ
け
て
、
や
は
り
パ
ル
ン
ペ
「
舌
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

二
章
の
最
後
で
、
イ
ナ
ウ
に
刻
ま
れ
る
印
に
つ
い
て
触
れ
ま
す
が
、
実
は
こ
う
し
た
印
は
イ
ク
パ
ス
イ
に
も
刻
ま
れ

る
の
で
す
。
こ
の
印
は
家
や
地
域
単
位
で
共
通
の
も
の
が
用
い
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
自
体
は
概
ね

正
し
い
の
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
に
説
明
し
た
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
イ
ナ
ウ
と
イ
ク
パ
ス
イ
で

は
印
の
体
系
が
異
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
同
じ
家
で
イ
ナ
ウ
と
イ
ク
パ
ス
イ
に
は
異
な
っ
た
印
が
刻
ま
れ
る
、
あ
る
い

は
イ
ナ
ウ
に
は
印
を
刻
ま
な
い
地
域
で
も
イ
ク
パ
ス
イ
に
は
印
を
刻
む
ん
で
す
。
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
法
則
が
働
い
て

い
る
の
か
、
ま
だ
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　

今
石　

と
い
う
こ
と
は
、
イ
ク
パ
ス
イ
と
イ
ナ
ウ
は
印
や
削
り
な
ど
形
状
の
上
で
は
重
な
る
要
素
を
持
っ
て
い
る
け

れ
ど
も
、
実
は
微
妙
に
ズ
レ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
す
ね
。

　

北
原　

は
い
。
働
き
の
面
で
も
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
ま
っ
た
く
同
じ
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
メ
ッ

セ
ン
ジ
ャ
ー
と
し
て
の
働
き
は
、
や
は
り
イ
ク
パ
ス
イ
が
第
一
に
担
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
見
て
い
っ
た
場
合
、
イ
ナ
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様
々
な
儀
礼
と
イ
ナ
ウ

　

イ
ナ
ウ
は
一
年
を
通
じ
て
色
々
な
祈
り
の
中
で
使
わ
れ
ま
す
。
神
へ
の
贈
り
物
と
い
う
共
通
し
た
用
途
を
持
ち
な
が

ら
も
、
少
し
ず
つ
形
や
大
き
さ
を
変
え
た
り
、
本
数
や
男
女
の
イ
ナ
ウ
の
組
み
合
わ
せ
を
変
え
る
な
ど
、
そ
の
捧
げ
方

に
も
複
雑
な
体
系
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
点
は
、
本
州
の
削
り
か
け
が＊小
正
月
や
彼
岸
な
ど
一
年
の
う
ち
特
定
の
時
期
に

限
定
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
、
用
途
と
形
状
が
一
対
一
で
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
と
好
対
照
を
な
し
て
い
る
と
言
え
ま

す
。
ア
イ
ヌ
の
イ
ナ
ウ
は
抽
象
的
な
用
法
が
中
心
と
も
言
え
ま
す
が
、
今
石
さ
ん
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
イ
ナ
ウ
の
形

は
何
か
に
似
せ
た
も
の
で
は
な
く
、
イ
ナ
ウ
そ
の
も
の
と
し
か
形
容
で
き
な
い
」
こ
と
と
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

　

こ
の
章
で
は
、
ま
ず
様
々
な
場
面
で
用
い
ら
れ
る
イ
ナ
ウ
の
事
例
を
地
域
ご
と
に
紹
介
し
ま
す
。
そ
の
際
「
火
神
を

祀
る
祭
壇
」、「
屋
外
の
祭
壇
」の
例
を
あ
げ
、「
ク
マ
送
り
用
の
イ
ナ
ウ
」な
ど
特
色
あ
る
事
例
が
あ
れ
ば
取
り
上
げ
ま
す
。

章
の
後
半
で
は
、
イ
ナ
ウ
に
み
ら
れ
る
イ
ト
ク
パ
「
印
」、
短
い
キ
ケ
（
削
り
か
け
）、
長
く
散
ら
し
た
キ
ケ
、
羽
角
な
ど
、

い
く
つ
か
の
ポ
イ
ン
ト
に
絞
っ
て
地
域
的
な
傾
向
を
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
１
）
地
域
の
事
例

　
　
◎ 

樺
太
島
西
海
岸
鵜
城
・
来
知
志

　
鵜
城
・
来
知
志
は
南
樺
太
西
海
岸
北
部
に
位
置
し
、
文
化
的
に
も
近
い
地
域
。
現
在
は
ほ
ぼ
全
員
が
北
海
道
よ
り
南
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８
は
屋
外
の
イ
ナ
ウ
の
模
型
。
キ
ケ
を
編
ん
だ
方
（
図
７
）
が
ピ
ン
ネ
イ
ナ
ウ
「
男
性
の
イ
ナ
ウ
」、
も
う
一
方
が
マ
ハ

ネ
イ
ナ
ウ
「
女
性
の
イ
ナ
ウ
」（
図
８
）。

　

ク
マ
送
り
の
祭
壇
に
は
ト
ド
マ
ツ
製
の
イ
ナ
ウ
が
五
五
本
並
ぶ
。
頭
骨
を
飾
る
イ
ナ
ウ
（
図
９
）
は
や
や
特
殊
で
、

頭
部
に
横
棒
を
通
し
、
そ
こ
か
ら
輪
状
に
し
た
キ
ケ
を
吊
り
下
げ
て
あ
る
。
図
10
は
ト
ゥ
ク
シ
ヒ
と
呼
ば
れ
る
、
ク
マ

を
つ
な
ぐ
杭
の
模
型
。ク
マ
を
つ
な
ぐ
た
め
実
際
に
は
四
メ
ー
ト
ル
か
ら
五
メ
ー
ト
ル
を
越
え
る
大
き
な
も
の
を
作
る
。

二
股
に
分
か
れ
た
木
を
選
ぶ
の
も
特
徴
。
図
11
は
ク
マ
に
祈
り
を
あ
げ
る
際
に
ク
マ
の
頭
を
な
で
る
イ
ナ
ウ
の
模
型
。

こ
の
よ
う
に
吊
り
下
げ
る
形
の
イ
ナ
ウ
は
、
樺
太
島
に
多
く
見
ら
れ
、
木
偶
な
ど
を
包
ん
で
下
げ
る
例
や
船
の
舳
先
に

吊
り
下
げ
る
例
が
あ
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
ニ
ン
カ
リ
イ
ナ
ウ
「
耳
環
の
イ
ナ
ウ
」
と
い
う
輪
を
持
つ
イ
ナ
ウ
が
あ
り
、
イ
ヌ
を
祭
っ
た
り
、
三
月

と
八
月
の
太
陽
神
の
祭
り
の
際
に
立
て
る
。
図
12
は
模
型
。
輪
を
持
つ
イ
ナ
ウ
は
樺
太
島
の
特
色
で
あ
る
の
で
、
参
考

と
し
て
東
海
岸
白
浜
（
図
13
）
の
例
も
示
す
。

　
　
◎ 

石
狩
市
浜
益
区

　
北
海
道
の
日
本
海
岸
の
資
料
は
わ
ず
か
だ
が
、
石
狩
市
浜
益
区
の
物
が
比
較
的
ま

と
ま
っ
て
残
っ
て
い
る
。

　

短
い
キ
ケ
を
持
つ
イ
ナ
ウ
を
シ
ト
ゥ
イ
ナ
ウ
と
呼
ぶ
。
そ
の
中
で
も
火
の
神
の
イ

ナ
ウ
は
ア
ペ
コ
ロ
イ
ナ
ウ
「
火
を
持
つ
イ
ナ
ウ
」
と
呼
ば
れ
、
↓
の
短
い
キ
ケ
を
一

周
さ
せ
た
も
の
（
図
14
）。
病
気
平
癒
な
ど
特
別
な
祈
り
の
時
に
は
頭
部
に
布
を
縛
り

2-14　
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2-15

図 2-14 火神のイナウ　北 34622　L20cm、 ø1.9cm（石狩市浜益区）
図 2-15 祭壇神・水神に捧げるイナウ　頭部に刻印。対生のキケを 3段作る。北 10720　
L55.5cm、ø2.36cm（石狩市浜益区）

図 2-16「コタンクルチカップ」　北 10718　L72.5cm、ø3.1cm（石狩市浜益区）
図 2-17「キムンカムイイナウ」　北 10722　L71.5cm、 ø2.35cm（浜益）
図 2-18 浜益クマ送り祭壇図　〔金田一・杉山 1993（1942））より転載〕

2-17 

2-16

2-18　
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付
け
た
例
も
あ
る
。

　

屋
外
の
祭
壇
に
は
大
小
の
イ
ナ
ウ
が
た
ち
、
祭
壇
を
司
る
神
や
水
の
神
に
は
図
15
が
立
て
ら
れ
る
。
一
対
に
な
っ
た

↓
の
短
い
キ
ケ
を
三
段
削
り
出
し
、
頭
部
に
は
二
ヶ
所
印
を
刻
ん
で
い
る
。
捧
げ
る
神
に
よ
っ
て
印
の
組
み
合
わ
せ
が

変
わ
る
。
図
16
は
シ
マ
フ
ク
ロ
ウ
に
立
て
る
イ
ナ
ウ
、
図
17
は
ヒ
グ
マ
の
神
に
立
て
る
イ
ナ
ウ
。
ど
ち
ら
も
頭
部
だ
け

図
示
し
た
が
、
こ
の
下
に
長
い
胴
が
連
結
す
る
。
図
16
は
頭
部
付
近
か
ら
↑
の
長
い
キ
ケ
を
撚
っ
た
房
、
一
四
本
が
下

が
り
、
全
体
を
ゆ
る
や
か
に
束
ね
て
い
る
。
長
い
キ
ケ
は
ほ
ぼ
一
周
す
る
よ
う
に
削
り
、
一
ヶ
所
だ
け
空
け
る
よ
う
に

す
る
。
そ
の
下
に
↓
の
短
い
キ
ケ
を
一
ヶ
所
削
り
出
す
。
頭
部
二
ヶ
所
に
印
を
刻
む
。
図
17
は
ペ
ケ
レ
イ
ナ
ウ
「
清
い

イ
ナ
ウ
」
と
も
呼
び
、
↑
の
長
い
キ
ケ
を
そ
の
ま
ま
垂
ら
す
。
頭
部
二
ヶ
所
に
印
を
刻
み
、
下
端
に
は
祈
り
に
用
い
た

キ
ケ
ウ
シ
パ
ス
イ
「
キ
ケ
の
あ
る
イ
ク
パ
ス
イ
」
を
縛
り
付
け
る
。

　

ク
マ
送
り
の
祭
壇
は
北
海
道
の
多
く
の
地
域
と
似
た
形
。
杉
山
寿
栄
男
氏
が
描
い
た
模
式
図
を
示
す
（
図
18
）。

　
　
◎ 

札
幌
市
・
石
狩
市

　

札
幌
市
と
石
狩
市
の
境
界
に
ま
た
が
る
地
域
の
事
例
。
図
19
は
火
の
小
イ
ナ
ウ
と
思
わ
れ
る
も
の
、
図
20
は
火
の
大

イ
ナ
ウ
。
小
イ
ナ
ウ
は
チ
ェ
ホ
ロ
カ
ケ
プ
「
逆
さ
削
り
の
も
の
」
と
呼
び
、
上
端
近
く
に
、
対
に
な
っ
た
↓
の
短
い
キ

ケ
を
二
段
削
り
出
す
。
大
イ
ナ
ウ
は
ア
ペ
サ
ム
シ
ペ
「
火
の
側
に
立
つ
も
の
」
と
呼
び
、
↑
の
長
い
キ
ケ
を
撚
っ
た
房

を
垂
ら
す
。
炉
に
さ
す
た
め
下
端
を
と
が
ら
せ
、
印
は
刻
ま
な
い
。
こ
の
ほ
か
、
戸
口
の
両
側
に
は
エ
ン
ジ
ュ
の
イ
ナ

ウ
を
立
て
た
と
い
う
。

　

屋
外
に
立
て
る
イ
ナ
ウ
は
長
い
イ
ナ
ウ
ケ
マ「
イ
ナ
ウ
の
足
」に
結
束
し
て
高
く
立
て
る
。
図
21
は
シ
ノ
イ
ナ
ウ「
真
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2-212-22

正
の
イ
ナ
ウ
」
と
呼
び
、
↑
の
長
い
キ
ケ
を
撚
っ
た

房
、
一
四
本
の
下
に
、
↑
の
短
い
キ
ケ
を
七
枚
削
り

出
す
。
図
22
は
N
家
の
例
で
キ
ケ
パ
ラ
セ
と
呼
び
、

シ
マ
フ
ク
ロ
ウ
に
捧
げ
た
。
↑
の
長
い
キ
ケ
を
一
周

さ
せ
、
頭
部
二
ヶ
所
に
印
を
刻
む
。「
×
」
印
が
神

の
側
（
祭
壇
の
後
方
）
に
向
く
よ
う
に
立
て
る
。

　

◎ 

新
十
津
川
町
（
旭
川
市
）

　
石
狩
川
流
域
で
は
空
知
地
方
の
新
十
津
川
町
の
資

料
を
示
す
。
空
知
と
旭
川
市
は
神
居
古
潭
付
近
を
境

と
し
て
中
流
域
と
上
流
域
の
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
た

と
さ
れ
る
が
、
イ
ナ
ウ
の
作
り
は
よ
く
似
て
い
る
。

ま
た
明
治
後
期
に
な
る
と
、
空
知
の
ア
イ
ヌ
民
族
は

ほ
と
ん
ど
が
旭
川
市
へ
移
住
し
た
。

　

火
の
小
イ
ナ
ウ
は
ヤ
ナ
ギ
製
で
、
ア
ペ
サ
ム
シ
ペ

「
火
の
側
に
立
つ
も
の
」
と
呼
ぶ
（
図
23
）。
対
に
な

る
↓
の
短
い
キ
ケ
を
四
段
削
り
出
し
、
そ
の
上
に
↓

の
短
い
キ
ケ
を
一
周
さ
せ
、
頭
部
に
六
つ
の
印
を
刻

2-20

2-19　

図 2-19 チェホロカケプ　
　北 10799　L21cm、ø1.1cm
　（石狩市）
図 2-20 アペカムイ　北 10797　
L51.5cm、ø1.6cm（石狩市）　

図 2-21 シノイナウ　北 10808　
L63cm、ø2.95cm（石狩市）

図 2-22 キケパラセ　道 8106　
L44.5cm、ø27.8cm（札幌市茨
戸）







　第二章　イナウの資料

30

図
30
新
造
船
の
神
に
捧
げ
た
イ
ナ
ウ
な
ど
。

　
　
◎ 
美
幌
町

　

炉
に
立
て
る
イ
ナ
ウ
に
は
男
女
の
別
が
あ
り
、
男
性
二
本
、
女
性
一
本
を
作
る
。
男
性
の
イ
ナ
ウ
の
一
本
は
大
き
く

作
り
、
こ
れ
が
大
イ
ナ
ウ
に
あ
た
る
。
こ
れ
は
炉
の
上
手
に
立
て
た
ま
ま
に
し
、
小
イ
ナ
ウ
は
男
女
と
も
燃
や
す
。
図

31
が
大
イ
ナ
ウ
に
あ
た
る
も
の
で
ア
ペ
シ
ト
ゥ
イ
ナ
ウ
「
火
の
シ
ト
ゥ
イ
ナ
ウ
」、
図
32
の
右
が
ピ
ン
ネ
シ
ト
ゥ
イ
ナ

ウ
「
男
性
の
シ
ト
ゥ
イ
ナ
ウ
」、
左
が
マ
ッ
ネ
シ
ト
ゥ
イ
ナ
ウ
「
女
性
の
シ
ト
ゥ
イ
ナ
ウ
」。
す
べ
て
ヤ
ナ
ギ
製
。
大
イ

ナ
ウ
と
男
性
の
小
イ
ナ
ウ
は
同
形
で
、
一
対
に
な
る
↓
短
い
キ
ケ
を
三
段
削
り
出
し
、
そ
の
上
に
↓
の
短
い
キ
ケ
を
一

周
さ
せ
て
い
る
。
女
性
の
イ
ナ
ウ
は
ほ
ぼ
同
形
で
、
い
ち
ば
ん
下
の
キ
ケ
だ
け
を
↑
に
削
る
。

　

屋
外
の
祭
壇
に
は
大
小
の
イ
ナ
ウ
が
立
ち
、図
33
は
川
の
神
や
カ
シ
ワ
の
木
の
神
に
捧
げ
る
イ
ナ
ウ
。
外
皮
を
除
き
、

一
対
に
な
る
↓
の
短
い
キ
ケ
を
四
段
、
そ
の
上
に
短
い
キ
ケ
を
一
周
さ
せ
る
。
頭
部
の
一
方
に
チ
ェ
ピ
ト
ッ
パ
「
魚
の

印
」
と
呼
ぶ
印
を
刻
む
。
山
中
で
思
う
よ
う
に
猟
果
が
上
が
ら
ぬ
時
に
、こ
の
イ
ナ
ウ
を
カ
シ
ワ
の
木
に
立
て
て
祈
る
。

こ
の
印
を
刻
む
の
は
男
性
の
イ
ナ
ウ
の
み
で
、
女
神
に
贈
ら
れ
る
。

　

図
35
は
龍
神
に
贈
る
大
型
の
イ
ナ
ウ
。
↑
の
長
い
キ
ケ
を
撚
っ
た
房
を
垂
ら
し
、
そ
の
下
に
↑
と
↓
の
短
い
削
り
か

け
を
一
ヶ
所
ず
つ
削
り
出
す
。
長
い
キ
ケ
の
上
に
↓
の
短
い
キ
ケ
を
一
周
さ
せ
、二
ヶ
所
に
印
を
刻
む
。
×
印
の
上
に
、

ウ
ロ
コ
状
に
↑
の
ご
く
短
い
キ
ケ
を
つ
け
る
。
こ
れ
は
受
け
手
が
龍
神
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

図
34
ク
マ
送
り
の
祭
壇
に
立
て
る
イ
ナ
ウ
の
中
で
も
最
も
複
雑
な
形
状
を
し
た
も
の
で
、
送
ら
れ
る
ク
マ
神
の
祖
母

へ
の
手
土
産
だ
と
い
う
。
図
35
と
ほ
ぼ
同
形
だ
が
、
頭
部
の
ウ
ロ
コ
状
キ
ケ
が
な
く
、
主
軸
に
削
り
出
さ
れ
た
短
い
キ
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ケ
が
↑
も
↓
も
三
ヶ
所
ず
つ
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
下
に
連
結
さ
れ
る
胴
に
も
、
一
対
に
な
る
↓
の
短
い
キ
ケ
が
五

段
削
り
出
さ
れ
て
い
る
。

2-33

2-32

2-31

2-35

2-34

図 2-31 火神に捧げる大イナウ　旭 7208　L14.2cm、ø1.1cm（美幌町）
図 2-32 火神小イナウ　（左）女性　旭 4051、L12.5cm、ø0.6cm　（右）
男性　旭 7209　L12.5、ø0.65cm（美幌町）

図 2-33 川、柏に捧げるイナウ　道 8110　 L39.7cm、ø1.7cm（美幌町）
図 2-34 クマ送りの祭壇の一部　クマの祖母神に捧げる　北 10204　K-2
　L181cm、ø2.6cm（美幌町）

図 2-35 竜神に捧げるイナウ　道 8071　L52.5cm、ø2.4cm（美幌町）
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◎ 

徹
別
川
（
釧
路
市
春
採
）・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
釧
路
市
幣
舞
（
鶴
居
村
）

　

釧
路
市
に
は
、
や
や
内
陸
の
網
走
・
北
見
に
連
な
る

文
化
と
、
太
平
洋
岸
沿
い
の
文
化
と
が
混
在
す
る
。
釧

路
市
春
採
の
資
料
製
作
者
は
、
内
陸
の
徹
別
川
付
近
か

ら
の
移
住
者
で
、
イ
ナ
ウ
に
は
よ
り
北
の
地
域
の
特
徴

が
み
ら
れ
る
。

　

炉
に
立
て
る
イ
ナ
ウ
に
は
男
女
の
別
が
あ
り
、
男
性

二
本
、
女
性
一
本
を
作
る
。
男
性
の
イ
ナ
ウ
の
一
本
は

大
き
く
作
り
、
こ
れ
が
大
イ
ナ
ウ
に
あ
た
る
。
こ
れ
は

炉
の
上
手
に
立
て
た
ま
ま
に
し
、
小
イ
ナ
ウ
は
男
女
と

も
燃
や
す
。
図
36
が
大
イ
ナ
ウ
に
あ
た
る
も
の
で
、
図

41
右
が
男
性
の
小
イ
ナ
ウ
、
図
37
お
よ
び
図
41
左
が
女

性
の
小
イ
ナ
ウ
。
す
べ
て
ヤ
ナ
ギ
製
で
大
イ
ナ
ウ
と
男

性
の
小
イ
ナ
ウ
は
同
形
。
一
対
に
な
る
↓
短
い
キ
ケ
を

二
段
削
り
出
し
、
そ
の
上
に
↓
の
短
い
キ
ケ
を
一
周
さ

せ
て
い
る
。図
37
は
↑
の
短
い
キ
ケ
を
二
段
削
り
出
す
。

　

図
38
は
屋
外
の
祭
壇
に
立
て
る
大
型
の
イ
ナ
ウ
で
、

2-36

2-412-40

図 2-36 火神大イナウ 　道 89490-1　L19.2cm、ø1.3cm（阿寒町
徹別（釧路市春採））

図 2-37 火神小イナウ（女）　 道 89490-3　L19cm、ø0.75cm（同上）
図 2-38 海岸の祭壇　道 89489-4　L72.5cm、ø3.45（同上）
図 2-39 海岸の祭壇　道 89489（2-38 の部分）  
図 2-40　道 89489-5　L60cm、ø3.6cm（阿寒町徹別（釧路市春採））
図 2-41（右）男　道 8125　L44cm、ø1.65cm／
　（左）女　道 8124　L43.5cm、ø1.65cm（釧路市幣舞（鶴居村））

2-38

2-37

2-39
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音
更
町
や
帯
広
で
は
、
ヤ
ナ
ギ
製
の
小
イ
ナ
ウ
五
本
と
大
イ
ナ
ウ
一
本
を
炉
に
立
て
る
。
小
イ
ナ
ウ
は
儀
礼
の
過
程

で
燃
や
し
、
大
イ
ナ
ウ
を
残
す
。
図
42
は
音
更
町
の
火
の
小
イ
ナ
ウ
で
、
一
対
に
な
る
↓
の
短
い
キ
ケ
を
三
段
削
り
だ

す
。
図
43
は
火
の
大
イ
ナ
ウ
。
図
42
と
同
形
だ
が
一
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
大
き
く
、
脚
部
の
外
皮
を
残
し
た
所
を
三
ヶ
所
ス

ジ
状
に
取
り
去
る
。

　

屋
外
の
祭
壇
に
は
大
小
の
イ
ナ
ウ
が
立
つ
。
小
型
の
も
の
と
し
て
、
帯
広
で
は
水
の
神
、
ミ
ソ
サ
ザ
イ
、
キ
ツ
ネ
、

シ
ラ
ン
パ
カ
ム
イ
（
※
ヘ
ビ
）
に
シ
ト
ゥ
イ
ナ
ウ
を
二
本
ず
つ
立
て
る
。
形
は
図
43
と
ほ
ぼ
同
じ
。
大
型
の
イ
ナ
ウ
は

山
の
神
、
シ
マ
フ
ク
ロ
ウ
、
エ
ゾ
フ
ク
ロ
ウ
、
ク
マ
ゲ
ラ
、
オ
オ
カ
ミ
、
水
の
神
に
イ
ナ
ウ
ネ
ト
パ
「
イ
ナ
ウ
の
胴
」

と
よ
ぶ
イ
ナ
ウ
を
立
て
る
（
し
た
が
っ
て
水
の
神
に
は
シ
ト
ゥ
イ
ナ
ウ
と
合
わ
せ
て
三
本
が
立
つ
）。
こ
の
う
ち
鳥
の
神
に
立
て

る
も
の
は
、
羽
角
状
の
キ
ケ
を
つ
け
る
。

　

図
44
は
芽
室
の
大
型
イ
ナ
ウ
の
頭
部
。
印
が
無
い
が
、通
常
は
印
を
二
ヶ
所
刻
む
。
図
45
は
帯
広
の
も
の
で
頭
部
二
ヶ

所
の
印
と
羽
角
を
作
っ
た
例
。
図
46
は
音
更
の
も
の
で
、
↑
の
長
い
キ
ケ
を
撚
っ
た
房
と
印
の
間
に
↓
の
短
い
キ
ケ
が

一
周
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
三
つ
の
地
方
は
非
常
に
近
い
イ
ナ
ウ
を
作
る
が
、
音
更
に
は
わ
ず
か
に
、

北
見
・
網
走
地
方
と
い
っ
た
北
方
系
の
要
素
が
入
り
込
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
◎ 

北
千
島
シ
ム
シ
ュ
島
（
シ
コ
タ
ン
島
）

　

千
島
列
島
の
イ
ナ
ウ
は
実
物
資
料
も
文
献
も
ご
く
限
ら
れ
て
い
る
。
列
島
北
端
付
近
の
シ
ム
シ
ュ
島
に
暮
ら
し
て
い

た
人
々
は
、
一
八
七
五
年
に
日
ロ
間
で
締
結
さ
れ
た
千
島
・
樺
太
交
換
条
約
に
基
づ
く
政
策
に
よ
り
一
八
八
四
年
に
南

部
の
シ
コ
タ
ン
島
へ
移
住
し
た
。
図
47
は
移
住
者
が
作
っ
た
イ
ナ
ウ
で
「
雷
神
カ
ン
ナ
ン
＝
カ
ム
イ
」
に
捧
げ
た
も
の
。
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頭
部
の
印
は
前
後
左
右
に
展
開
し
て
い
る
。
印
の

下
に
、
対
に
な
る
↓
の
短
い
キ
ケ
、
そ
の
下
に
対

に
な
る
↑
の
長
い
キ
ケ
を
三
組
削
り
だ
し
、
前
で

束
ね
て
い
る
。
同
地
域
の
イ
ナ
ウ
は
、
短
い
キ
ケ
、

長
い
キ
ケ
、
印
な
ど
共
通
す
る
要
素
が
あ
る
一
方

で
、
形
状
は
独
特
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

（
２
）
構
成
要
素
か
ら
見
た
地
域
性

　

こ
こ
ま
で
各
地
の
事
例
を
紹
介
し
な
が
ら
、
印
や
キ
ケ
、
外
皮
な
ど
い
く
つ
か
の
ポ
イ
ン
ト
に
注
目
し
て
見
て
き
ま

し
た
。
イ
ナ
ウ
の
作
り
手
は
、
一
本
の
木
を
も
と
に
、
各
部
分
を
順
に
加
工
し
な
が
ら
段
々
と
完
成
形
に
近
づ
け
て
い

き
ま
す
。
そ
の
と
き
に
印
を
入
れ
た
り
省
い
た
り
、
キ
ケ
の
長
さ
や
削
る
方
向
、
撚
る
か
撚
ら
な
い
か
な
ど
ち
ょ
っ
と

し
た
違
い
に
よ
っ
て
、
イ
ナ
ウ
の
意
味
付
け
も
変
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
、
イ
ナ
ウ
の
意
味
に
影
響
す
る
パ
ー
ツ
を
「
イ
ナ
ウ
の
構
成
要
素
」
と
呼
び
ま
す
。
パ
ー
ツ
が
豊
富
で
、

組
み
合
わ
せ
方
の
自
由
度
が
高
い
ほ
ど
様
々
な
イ
ナ
ウ
が
作
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
た
、
パ
ー
ツ
の
内
訳

や
、
組
み
合
わ
せ
方
は
地
域
ご
と
に
少
し
ず
つ
違
い
ま
す
。
単
純
化
し
て
言
え
ば
、
地
域
間
の
距
離
が
開
く
に
つ
れ
、

差
も
大
き
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
し
、
同
じ
パ
ー
ツ
や
組
み
合
わ
せ
を
持
っ
て
い
る
地
域
は
、
よ
り
文
化
的
に
近

い
と
い
え
ま
す
。
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
パ
ー
ツ
の
分
布
を
一
つ
の
目
安
に
、
ア
イ
ヌ
文
化
内
の
地
域
性
を
見
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

図 2-47　
民K0002327
L50.4cm、ø3.5cm
（シムシュ島）
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り
、
対
象
と
す
る
神
に
よ
っ
て
組
み
合
わ
せ
を
変
え
て
い
ま
す
。
千
島
で
は
、
二
種
類
の
印
を
二
ヶ
所
ず
つ
刻
み
、
四

囲
を
巡
る
よ
う
に
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

イ
ナ
ウ
以
外
に
も
イ
ク
パ
ス
イ
な
ど
の
儀
礼
具
の
ほ
か
、
柄
杓
、
炉
鈎
な
ど
囲
炉
裏
の
周
り
の
日
用
品
、
あ
る
い
は

矢
、
銛
な
ど
に
も
印
を
刻
み
ま
す
。
そ
れ
ら
と
の
関
係
や
、
右
に
書
い
た
イ
ナ
ウ
の
印
の
多
様
性
な
ど
十
分
に
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
興
味
深
い
ト
ピ
ッ
ク
で
す
。

　

　
◎ 

短
い
キ
ケ
（
輪
生
・
対
生
・
三
生
）

　

短
い
キ
ケ
は
、
一
対
に
な
る
よ
う
に
削
る
も
の
と
、
全
体
を
巡
る
よ
う
に
削
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
前
者
を

対た
い
せ
い生
、
後
者
を
輪り
ん
せ
い生
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
ま
す
。
対
生
す
る
キ
ケ
は
、
北
海
道
、
樺
太
、
千
島
と
全
て
の
地
域
に
見
ら
れ
、

北
海
道
で
は
一
段
ご
と
に
九
〇
度
ず
ら
し
て
削
り
出
し
ま
す
。
比
較
的
身
近
な
神
へ
、
あ
る
い
は
平
易
な
祈
り
に
お
い

て
立
て
ら
れ
ま
す
。
そ
の
中
で
も
、
比
較
的
改
ま
っ
た
も
の
は
段
数
が
増
え
て
い
く
傾
向
に
あ
る
よ
う
で
す
。
ま
た
、

対
生
す
る
キ
ケ
は
様
似
と
美
幌
を
結
ぶ
線
よ
り
東
で
は
性
別
と
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
白
糠
石
炭
岬
を
除
く
全

て
の
例
に
お
い
て
、
↓
が
男
性
、
↑
が
女
性
を
表
し
て
い
ま
す
（
地
図
２
）。

　

輪
生
す
る
キ
ケ
は
樺
太
島
の
全
域
、
北
海
道
で
は
余
市
か
ら
音
更
、
徹
別
川
流
域
を
結
ぶ
線
よ
り
も
北
に
分
布
し
、

千
島
で
は
確
認
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
（
地
図
３
）。
樺
太
で
は
、
何
段
も
重
ね
て
ら
せ
ん
状
に
削
り
上
げ
て
い
く
た
め
、
北

海
道
の
も
の
に
比
べ
て
長
く
、
穂
の
よ
う
な
形
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
北
に
行
く
ほ
ど
頻
繁
に
用
い
ら
れ
、
樺
太
島
や

美
幌
で
は
最
も
基
本
的
な
パ
ー
ツ
と
な
り
ま
す
。
南
の
地
方
に
行
く
と
徐
々
に
見
ら
れ
な
く
な
り
、例
え
ば
余
市
で
は
、

ク
マ
送
り
に
お
い
て
ク
マ
の
頭
骨
に
飾
ら
れ
る
イ
ナ
ウ
（
図
48
）
な
ど
、
ご
く
限
ら
れ
た
場
面
に
見
ら
れ
ま
す
。
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こ
の
ほ
か
、
外
皮
を
残
し
た
ま
ま
羽
状
に
剥
き
起
こ
し
た
キ
ケ
が
あ

り
ま
す
。
対
生
す
る
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
多
く
は
三
枚
ひ
と
組
に
な

る
よ
う
に
削
り
ま
す
。
こ
れ
を
三
生
と
呼
び
ま
す
。
か
つ
て
は
三
生
の

キ
ケ
を
持
つ
も
の
が
イ
ナ
ウ
の
原
初
的
な
形
だ
と
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り

ま
す
が
、地
理
的
分
布
は
北
海
道
南
西
部
の
一
部
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
点
を
見
る
と
、
こ
の
よ
う
な
形
の
イ
ナ
ウ
は
む
し
ろ
新
た
に

生
ま
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
（
地
図
４
）。

　

　
◎ 

羽
角

　

フ
ク
ロ
ウ
な
ど
鳥
神
の
イ
ナ
ウ
に
見
ら
れ
る
羽
角
状
の
キ
ケ
も
北
部

的
要
素
で
、新
十
津
川
、旭
川
、名
寄
と
、十
勝
よ
り
東
に
見
ら
れ
ま
す
。

　
　
◎ 
長
い
キ
ケ

　

長
い
キ
ケ
は
撚
る
、
編
む
な
ど
二
次
的
に
加
工
し
て
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
を
作
り
ま
す
。
こ
の
場
合
、
加
工
し
た
も
の
が
男
性
の
イ
ナ
ウ
、
そ

の
ま
ま
散
ら
し
た
も
の
が
女
性
の
イ
ナ
ウ
と
さ
れ
る
傾
向
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
十
勝
よ
り
東
部
か
ら
北
部
で
は
長
い
キ
ケ
を
ち
ら
し
た
イ

ナ
ウ
を
神
祭
り
に
使
い
ま
せ
ん
。
屈
斜
路
や
旭
川
な
ど
で
は
、
男
性
の

※西部＝日本海沿岸　　北部＝稚内・名寄・石狩流域・北見・網走
　東部＝釧路・十勝・日高東部　　南西＝日高西部・胆振・渡島
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先
祖
に
捧
げ
ま
す
。
一
方
、
新
ひ
だ
か
町
静
内
で
は
一
九
五
〇
年
代
ま
で
は
撚
っ
た
キ
ケ
が
使
わ
れ
ま
し
た
が
、
近
年

で
は
ほ
と
ん
ど
作
ら
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
要
素
の
分
布
を
改
め
て
見
る
と
、
樺
太
と
東
北
北
海
道
は
共
通
性
が
高
く
、
南
西
北
海
道
と
は
色
々
な
点

で
違
う
と
い
う
、
南
北
の
文
化
差
が
見
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
東
北
北
海
道
は
頭
部
の
印
や
羽
角
な
ど
独
自
の
要
素
を
持

つ
こ
と
か
ら
、
樺
太
と
東
北
北
海
道
・
南
西
北
海
道
と
い
う
三
つ
の
文
化
圏
が
見
え
て
き
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
南
西

北
海
道
や
日
本
海
沿
岸
と
樺
太
に
か
け
て
連
続
性
が
見
え
る
面
も
あ
り
、
離
れ
た
地
域
同
士
の
交
流
や
移
住
な
ど
複
雑

な
歴
史
的
経
緯
を
た
ど
っ
て
こ
の
よ
う
な
分
布
が
形
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
伺
え
ま
す
。
次
節
で
守
護
神
と
な
る
イ
ナ

ウ
な
ど
の
事
例
を
見
る
と
、
こ
の
こ
と
は
い
っ
そ
う
は
っ
き
り
す
る
で
し
ょ
う
。

　

　
◎ 

守
護
神
イ
ナ
ウ

　

家
の
守
護
神
は
、
イ
ナ
ウ
自
身
が
一
種
の
守
護
神
と
な
る
典
型
例
で
す
。
建
物
と
し
て
の
家
は
女
神
で
す
が
、
家
の

守
護
神
は
そ
の
内
に
勧

か
ん
じ
ょ
う請
さ
れ
る
別
な
神
格
で
、
樺
太
西
海
岸
来
知
志
や
沙
流
川
流
域
な
ど
一
部
地
域
で
は
火
の
女
神

の
夫
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
一
方
、
来
知
志
に
隣
接
す
る
鵜
城
や
東
海
岸
小
田
寒
な
ど
男
女
一
対
の
守
護
神
を

祭
る
地
域
も
あ
り
ま
す
。

　

鵜
城
や
小
田
寒
で
は
イ
ナ
ウ
と
人
の
像
が
融
合
し
た
も
の
を
つ
く
り
ま
す
（
図
49
・
50
）。
来
知
志
や
南
西
北
海
道
で

は
イ
ナ
ウ
の
胴
に
あ
た
る
部
位
を
守
護
神
と
し
ま
す
（
図
57
）。
こ
の
場
合
、
外
観
と
し
て
は
あ
ま
り
「
像
」
ら
し
く
は

見
え
ま
せ
ん
が
、
口
や
心
臓
、
内
蔵
を
象
徴
す
る
部
位
を
作
り
、
槍
や
刀
を
持
た
せ
ま
す
。
い
ず
れ
も
、
祭
る
時
に
は

新
し
い
イ
ナ
ウ
キ
ケ
を
着
せ
ま
す
。
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も
う
一
つ
た
い
へ
ん
興
味
深
い
こ
と
は
、
樺
太
の
守
護
神
に
し
ば
し
ば
逆
木
が
使
わ
れ
る
こ
と
で
す
（
図
51
・
52
）。

ア
イ
ヌ
文
化
で
は
イ
ナ
ウ
に
限
ら
ず
木
を
上
下
逆
に
用
い
る
こ
と
を
た
い
へ
ん
嫌
う
た
め
、
守
護
神
に
限
っ
て
こ
の
タ

ブ
ー
が
破
ら
れ
る
の
は
不
思
議
な
こ
と
で
す
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
例
え
ば
他
の
文
化
か
ら
の
伝
播
が
考
え
ら
れ
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
逆
木
の
像
は
、
ア
イ
ヌ
文
化
を
取
り
囲
む
よ
う
に
サ
ハ
リ
ン
・
ア
ム
ー
ル
川
流
域
、
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ

な
ど
北
方
の
文
化
、
そ
し
て
秋
田
県
や
群
馬
県
な
ど
南
方
に
も
見
ら
れ
ま
す
（
図
54
）。
こ
れ
ら
の
像
と
の
関
連
を
解
明

す
る
こ
と
は
こ
れ
か
ら
の
課
題
で
す
。

　

南
樺
太
北
部
や
南
西
北
海
道
で
は
こ
う
し
た
特
殊
な
イ
ナ
ウ
を
作
る
の
に
対
し
、
樺
太
最
南
部
と
釧
路
や
、
札
幌
を

含
む
石
狩
流
域
で
は
通
常
の
イ
ナ
ウ
と
同
じ
形
の
も
の
を
守
護
神
と
し
て
使
い
ま
す
（
図
55
）。
日
高
東
部
の
浦
河
町
で

は
、
両
方
の
形
式
が
見
ら
れ
ま
す
（
図
56
）。
い
ず
れ
も
、
祭
る
際
に
新
し
い
イ
ナ
ウ
キ
ケ
を
着
せ
て
い
き
ま
す
の
で
、

長
く
祭
ら
れ
た
も
の
ほ
ど
、
キ
ケ
が
重
な
っ
て
膨
ら
ん
で
い
き
ま
す
。
こ
う
し
た
祭
り
方
は
、
本
州
東
北
地
方
の
オ
シ

ラ
サ
マ
と
の
類
似
を
思
わ
せ
ま
す
。
な
お
、　

十
勝
地
方
で
は
、
家
の
守
護
神
は
作
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
　
◎
巫
術
の
イ
ナ
ウ

　

ト＊

ゥ
ス
「
巫
術
」
は
一
種
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
儀
礼
で
、
占
い
や
病
気
平
癒
な
ど
い
く
つ
か
の
機
能
が
あ
り
、
病
気
も

含
め
て
魔
を
除
く
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
タ
ク
サ
と
呼
ば
れ
る
祭
具
で
患
者
や
家
な
ど
を
祓
い
ま
す
。
北
海
道
で
は
マ

ツ
の
枝
や
サ
サ
、
ヨ
モ
ギ
、
タ
チ
イ
チ
ゴ
な
ど
植
物
を
束
ね
た
も
の
を
タ
ク
サ
と
呼
び
ま
す
が
、
樺
太
で
は
、
ト
ゥ
ス

タ
ク
サ
と
呼
ば
れ
る
、
手
に
握
り
や
す
い
形
に
つ
く
っ
た
男
女
一
対
の
イ
ナ
ウ
を
用
い
ま
す
（
図
58
）。
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お
わ
り
に

　

こ
こ
ま
で
、
火
の
神
と
屋
外
の
祭
壇
に
祀
ら
れ
る
神
々
に
捧
げ
る
イ
ナ
ウ
を
中
心
に
見
て
き
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
取

り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
各
地
で
作
ら
れ
る
イ
ナ
ウ
の
ご
く
一
部
で
す
。
祭
神
用
の
イ
ナ
ウ
は
、
大
小
や
キ
ケ

の
長
短
に
加
え
、特
殊
な
要
素
を
加
え
る
こ
と
で
よ
り
多
く
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
う
み
ま
す
。そ
う
し
て
出
来
上
が
っ

た
イ
ナ
ウ
を
単
独
で
用
い
る
か
組
み
合
わ
せ
る
か
に
よ
っ
て
さ
ら
に
用
い
方
の
幅
は
広
が
り
ま
す
。

　

ま
た
、
ク
マ
の
利
用
に
関
わ
る
様
々
な
器
物
に
も
キ
ケ
が
付
け
ら
れ
ま
す
。
ク
マ
の
肉
を
煮
る
串
や
、
奉
納
品
の
一

つ
で
あ
る
花
矢
、
ク
マ
神
自
身
が
用
い
る
た
め
に
膳
に
据
え
ら
れ
る
神
箸
な
ど
の
ほ
か
、
ク
マ
の
肉
を
分
配
す
る
際
に

肉
の
中
に
刺
し
て
お
く
小
さ
な
木
片
と
い
っ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
も
っ
と
日
常
の
道
具
で
、
ウ
コ
ニ
ロ
シ
キ
と
呼
ぶ

ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
の
コ
マ
に
キ
ケ
が
つ
い
て
い
る
例
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
う
し
た
器
物
に
付
さ
れ
る
キ
ケ
の
あ
り
方

は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
祭
神
用
の
も
の
と
は
違
い
、
箸
や
矢
な
ど
、
そ
の
物
が
も
つ
形
状
に
、
装
飾
と
し
て
添
え
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
現
代
で
は
キ
ケ
が
付
い
た
も
の
に
女
性
が
手
を
触
れ
る
こ
と
は
タ
ブ
ー
視
さ
れ
、
そ
の
よ

う
な
機
会
は
め
っ
た
に
あ
り
ま
せ
ん
が
、
か
つ
て
は
も
う
少
し
敷
居
が
低
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
特
に
日
用
品

に
つ
け
ら
れ
た
キ
ケ
は
装
飾
と
し
て
の
意
味
合
い
が
強
く
、
も
う
少
し
踏
み
込
ん
で
考
え
れ
ば
、
キ
ケ
の
持
つ
聖
性
は
、

儀
礼
の
場
で
装
飾
と
し
て
使
わ
れ
続
け
る
中
で
付
与
さ
れ
て
き
た
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

一
章
の
末
尾
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
祓
い
具
や
守
護
神
の
イ
ナ
ウ
に
は
類
似
の
働
き
を
持
つ
祭
具
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
贈
り
物
と
し
て
の
キ
ケ
に
も
、
綿
糸
や
布
と
い
っ
た
素
材
を
異
に
す
る
類
縁
物
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
物
の
存

在
に
目
を
こ
ら
す
こ
と
で
、
イ
ナ
ウ
習
俗
の
形
成
と
変
容
を
考
え
る
糸
口
が
見
え
て
く
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
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八や
お
よ
ろ
ず

百
万
の
神
と
ご
ち
ゃ
ま
ぜ
宗
教

　

今
石　

本
州
以
南
の
信
仰
や
神
観
念
に
つ
い
て
お
話
し
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
大
変
大
き
な
テ
ー
マ
で
、
こ
こ

で
網
羅
的
、
体
系
的
に
語
る
こ
と
は
ち
ょ
っ
と
難
し
い
で
す
ね
。
ど
こ
か
ら
話
し
ま
し
ょ
う
か
。

　

北
原　

本
州
以
南
も
、
ア
イ
ヌ
と
同
じ
よ
う
に
全
て
の
も
の
に
霊
魂
が
宿
り
う
る
と
い
う
ア
ニ
ミ
ズ
ム
を
基
調
と
し

て
い
る
と
い
う
理
解
で
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

今
石　

そ
う
で
す
ね
。
よ
く
八
百
万
の
神
と
い
い
ま
す
が
、
森し

ん
ら羅
万ば
ん
し
ょ
う
象
に
霊
的
な
も
の
が
宿
り
う
る
、
例
え
ば
山
に

は
山
の
、海
に
は
海
の
神
様
が
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
し
て
山
の
神
様
に
も
、地
域
に
よ
っ
て
、ま
た
生
業
に
よ
っ

て
様
々
な
タ
イ
プ
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
林
業
の
山
の
神
様
、
狩
猟
の
山
の
神
様
、
そ
れ
か
ら
も
っ
と
漠
然
と
山
の
恵

み
に
感
謝
す
る
た
め
の
山
の
神
様
…
山
の
神
ひ
と
つ
と
っ
て
も
、
そ
う
し
た
様
々
な
神
観
念
が
重
層
的
に
展
開
さ
れ
て

い
ま
す
。こ
う
し
た
神
に
は
人
間
に
利
益
を
も
た
ら
し
守
護
し
て
く
れ
る
神
も
い
れ
ば
疫
病
神
の
よ
う
な
も
の
も
い
て
、

そ
れ
を
追
い
払
っ
た
り
、
丁
重
に
お
帰
り
い
た
だ
く
た
め
の
儀
礼
や
慣
習
も
あ
っ
た
り
し
ま
す
。
そ
れ
か
ら
針
供
養
な

ん
て
も
の
が
あ
る
よ
う
に
、
モ
ノ
に
も
魂
が
宿
り
う
る
と
考
え
ら
れ
た
わ
け
で
す
。

　

こ
う
し
た
ア
ニ
ミ
ズ
ム
に
基
づ
く
宗
教
観
、世
界
観
は
今
の
神
道
の
母
体
に
な
っ
た
と
考
え
て
い
い
と
思
い
ま
す
が
、

そ
の
神
道
が
ひ
と
つ
の
宗
教
と
し
て
体
系
化
さ
れ
る
の
は
六
世
紀
に
仏
教
が
入
っ
て
き
て
か
ら
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
も
、
神
道
に
組
み
込
ま
れ
な
か
っ
た
民
間
信
仰
は
数
多
く
あ
り
ま
す
し
、
日
本
の
場
合
は
他
の
宗
教
を
排
斥
す
る

よ
り
は
取
り
込
ん
で
融
合
さ
せ
る
こ
と
を
得
意
と
し
て
い
ま
す
か
ら
、
例
え
ば
神
道
の
こ
の
神
様
は
仏
教
の
あ
の
神
様
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が
姿
を
変
え
た
も
の
だ
と
か
説
明
し
た
り
し
て
、
混
淆
し
て
い
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
仏
教
と
神
道
の

垣
根
、
そ
れ
か
ら
神
道
と
い
わ
ゆ
る
民
間
信
仰
と
の
垣
根
も
、
と
て
も
曖
昧
だ
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
お
寺
の

境
内
に
祠
が
あ
っ
た
り
す
る
風
景
は
ご
く
当
た
り
前
の
も
の
で
す
し
、
マ
リ
ア
観
音
な
ん
か
も
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
を

融
合
し
た
結
果
で
す
ね
。
つ
い
で
に
言
う
と
こ
う
し
た
信
仰
や
観
念
と
い
う
の
は
伝
播
し
ま
す
か
ら
、
時
と
と
も
に
い

ろ
い
ろ
な
土
地
に
広
ま
っ
て
い
く
。
そ
し
て
そ
の
土
地
で
在
来
の
も
の
と
混
じ
っ
た
り
し
て
、
ま
た
少
し
ず
つ
形
を
変

え
な
が
ら
受
容
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
繰
り
返
し
で
現
在
ま
で
来
て
い
る
わ
け
で
、
そ
れ
を
解
き
ほ
ぐ
す
の
は
大
変
難
し

い
作
業
で
す
。
で
す
の
で
こ
こ
で
は
、こ
の
本
の
テ
ー
マ
で
あ
る
削
り
か
け
と
関
わ
り
の
あ
る
信
仰
や
行
事
に
つ
い
て
、

い
く
つ
か
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
イ
ナ
ウ
や
削
り
か
け
を
取
り
ま
く
世
界
観

や
信
仰
の
違
い
の
よ
う
な
も
の
も
、
示
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

北
原　

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　
　
　
小
正
月
の
様
々
な
行
事
と
削
り
か
け

　

今
石　

本
州
以
南
の
削
り
か
け
習
俗
に
つ
い
て
理
解
す
る
に
は
、
ま
ず
年
中
行
事
に
つ
い
て
知
る
の
が
近
道
か
と
思

い
ま
す
。
本
州
以
南
の
儀
礼
や
行
事
の
大
き
な
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、
そ
れ
が
一
年
の
サ
イ
ク
ル
、
季
節
の
巡
り
に
沿
っ

て
緻
密
に
配
置
さ
れ
、
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
年
中
行
事
で
す
ね
。
今

は
形
骸
化
し
て
意
味
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
簡
略
化
さ
れ
た
も
の
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
か
つ
て
は

毎
月
の
よ
う
に
行
事
が
あ
り
、
そ
れ
は
本
来
は
農
業
や
漁
業
、
林
業
な
ど
の
生
業
や
、
地
域
社
会
の
在
り
方
と
も
密
接
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に
結
び
つ
く
も
の
で
し
た
。
ま
た
そ
れ
が
、
日
々
の
節
目
の
感
覚
を
作
り
出
す
も
の
で
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

北
原　

削
り
か
け
習
俗
も
そ
う
し
た
行
事
の
ひ
と
つ
と
し
て
登
場
す
る
の
で
す
か
。

　

今
石　

は
い
。
年
中
行
事
の
中
で
最
も
儀
礼
や
行
事
が
集
中
す
る
の
が
新
年
な
ん
で
す
が
、
特
に
一
月
一
五
日
の
小

正
月
に
は
多
彩
な
行
事
が
あ
っ
て
、
削
り
か
け
も
こ
の
時
期
に
集
中
し
て
見
ら
れ
ま
す
。
こ
の
小
正
月
、
か
つ
て
は
一

月
一
日
の
大
正
月
よ
り
も
盛
大
に
祝
っ
た
と
い
う
地
域
が
多
く
て
、
地
域
に
よ
っ
て
百
姓
の
正
月
と
呼
ん
だ
り
、
太
陰

太
陽
暦
（
い
わ
ゆ
る
旧
暦
）
の
満
月
に
あ
た
る
日
な
の
で
望も
ち

の
正
月
、
望も
っ
ど
し年
な
ん
て
呼
ぶ
地
域
も
あ
り
ま
し
た
。

　

北
原　

百
姓
の
正
月
で
す
か
。
農
耕
に
関
わ
る
儀
礼
が
多
い
ん
で
す
か
。

　

今
石　

そ
う
で
す
ね
。「
百
の
姓
」
で
す
か
ら
様
々

な
生
業
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
中
で
も
、
仰
る

よ
う
に
農
耕
に
関
わ
る
儀
礼
や
行
事
が
多
い
ん
で
す
。

例
え
ば
粟
や
稗
の
穂
を
真
似
て
作
っ
た
木
製
品
を
飾
っ

た
り
、
臼
や
鍬
な
ど
の
農
道
具
の
小
さ
な
雛
形
を
作
っ

て
飾
っ
た
り
。
そ
れ
か
ら
お
そ
ら
く
一
番
広
く
全
国
で

作
ら
れ
て
い
る
の
が
マ
ユ
ダ
マ
と
か
団
子
木
、
餅も

ち
ば
な花
な

ど
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
ミ
ズ
キ
や
エ
ノ
キ
な
ど
の
木

に
小
さ
な
団
子
を
た
く
さ
ん
つ
け
て
飾
る
ん
で
す
。
こ

う
し
た
様
々
な
飾
り
は
ツ＊

ク
リ
モ
ノ
と
総
称
さ
れ
る
の

で
す
が
、
そ
の
ツ
ク
リ
モ
ノ
の
ひ
と
つ
と
し
て
削
り
か

図 3-1 小正月のナシダンゴ　枝には農道具の雛
型等の飾りが下げてある（山形県旧温海町関川）
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け
も
あ
っ
て
、
そ
れ
は
し
ば
し
ば
、
花
や
、
粟
や
稗
な
ど
の
穂
を
真

似
た
も
の
だ
と
説
明
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
秋
に
は
こ
の
よ
う
に
穂

や
実
が
実
り
ま
す
よ
う
に
と
い
う
願
い
で
作
ら
れ
る
も
の
、
つ
ま
り

豊
作
祈
願
の
行
事
だ
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
す
。
秋
の
豊

作
を
「
予

あ
ら
か
じ

め
祝
う
」
こ
と
か
ら
、
専
門
用
語
で
は
「
予
＊
よ
し
ゅ
く祝
行
事
」

と
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
う
し
て
作
っ
た
削
り
か
け
や
マ
ユ
ダ
マ
を
、

歳
神
様
の
棚
や
神
棚
、
仏
壇
、
床
の
間
、
そ
の
他
の
家
の
神
様
、
各

出
入
口
、
墓
、
堆
肥
場
な
ど
に
飾
り
ま
す
。
こ
の
行
為
を
「
進し

ん

ぜ
る
」

と
言
っ
た
り
し
ま
す
。

　

北
原　
「
進
ぜ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
削
り
か
け
や
ツ
ク
リ

モ
ノ
は
特
定
の
神
様
に
向
け
て
捧
げ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
の

で
し
ょ
う
か
。 

　

今
石　

そ
う
と
も
言
い
き
れ
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
こ
う
し
て
削
り

か
け
を
各
所
へ
進
ぜ
る
時
に
は
神
格
と
い
う
の
は
あ
ま
り
意
識
さ
れ

て
い
な
い
よ
う
に
も
感
じ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
正
月
が
近
づ
く
と
歳
神
様
を
お
迎
え
す
る
な
ん
て
い
っ
て
、
普
段
の
神

棚
と
は
別
に
歳
神
様
の
棚
を
作
っ
て
そ
の
年
の
明
き
の
方
（
恵え
ほ
う方

）
に
向
け
て
置
い
た
り
し
ま
す
し
、
小
正
月
の
削
り

か
け
や
ツ
ク
リ
モ
ノ
な
ん
か
も
こ
の
棚
に
お
供
え
し
た
り
し
ま
す
（
図
２
）。
で
も
、
こ
の
歳
神
様
も
、
方
々
に
削
り
か

け
を
進
ぜ
る
う
ち
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
ず
、
祀
る
対
象
と
し
て
突
出
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
人
々
に

図 3-2 歳神様の棚　ハナやツクリモノが進ぜてある
（埼玉県東秩父村皆谷）
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と
っ
て
特
別
な
意
味
を
持
つ
場
所
す
べ
て
に
削
り
か
け
を
供
え
る
と
い
う
の
は
、
感
覚
と
し
て
は
場
を
清
め
る
と
か
、

晴
れ
着
を
着
せ
る
よ
う
に
飾
る
と
い
う
も
の
に
近
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
意
識
し
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
、
本
州
以
南
で
は
儀
礼
や
信
仰
が
慣
習

化
さ
れ
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
現
代
で
も
お
正
月
が
来
る
と
ス
ー
パ
ー
に
門
松
や
注
連
縄
が

並
ん
で
、
そ
れ
を
買
っ
て
飾
っ
た
り
し
ま
す
よ
ね
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
削
り
か
け
習
俗
で
も
あ
っ
て
、
例
え

ば
近
世
の
江
戸
の
町
で
は
近
郊
の
山
里
か
ら
ケ
ズ
リ
カ
ケ
売
り
が
や
っ
て
き
て
、
そ
れ
を
買
っ
て
小
正
月
に
戸
口
に

飾
っ
た
と
い
う
記
録
が
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
ま
す
。
実
際
、
今
で
も
毎
年
欠
か
さ
ず
削
り
か
け
を
作
っ
て
い
る
方
に
、

何
の
た
め
に
削
り
か
け
を
飾
る
ん
で
す
か
と
問
う
と
、「
自
分
た
ち
の
先
祖
が
や
っ
て
き
た
か
ら
」
と
お
答
え
に
な
る

方
が
多
い
ん
で
す
。
毎
年
や
っ
て
き
た
こ
と
を
自
分
の
代
で
や
ら
な
く
な
る
の
は
悪
い
か
ら
、
と
。
し
か
も
、
そ
う
し

た
慣
習
と
い
う
も
の
に
は
流
行
が
あ
っ
た
り
す
る
ん
で
す
よ
ね
。
ち
ょ
う
ど
関
西
で
節
分
に
食
べ
る
恵
方
巻
き
が
コ
ン

ビ
ニ
の
戦
略
で
全
国
区
に
な
っ
た
み
た
い
に
。
だ
か
ら
削
り
か
け
が
必
ず
し
も
素
朴
な
祈
り
の
結
晶
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
し
、
そ
れ
が
信
仰
と
し
て
広
ま
っ
た
の
か
流
行
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
か
も
、
実
は
線
引
き
が
難
し
い
と
思

い
ま
す
。た
だ
、そ
う
い
う
ふ
う
に
、よ
く
わ
か
ら
な
い
け
ど
何
だ
か
あ
り
が
た
そ
う
だ
か
ら
や
っ
て
お
こ
う
と
か
、ず
っ

と
続
い
て
き
た
か
ら
と
り
あ
え
ず
続
け
て
お
こ
う
み
た
い
な
形
で
も
、
古
い
慣
習
が
伝
え
ら
れ
て
い
く
と
い
う
と
こ
ろ

に
は
、
何
か
こ
の
列
島
の
人
々
の
精
神
性
の
よ
う
な
も
の
が
垣
間
見
え
る
よ
う
な
気
は
し
ま
す
。
…
話
が
ず
い
ぶ
ん
ず

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
ね
。

　

北
原　

少
し
小
正
月
に
話
を
戻
し
ま
し
ょ
う
か
。
先
ほ
ど
小
正
月
の
豊
作
を
祝
う
行
事
に
つ
い
て
説
明
い
た
だ
き
ま

し
た
が
、
ほ
か
に
削
り
か
け
の
関
わ
る
も
の
で
ど
の
よ
う
な
儀
礼
や
行
事
が
あ
り
ま
す
か
。
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今
石　

小
正
月
に
は
豊
作
を
祝
う
行
事
と
と
も
に
豊
作
を
占

う
ら
な

う
行
事
も

あ
っ
て
、
例
え
ば
小
豆
粥
を
儀
礼
的
な
棒
で
か
き
ま
わ
し
て
、
そ
の
棒
に
つ

い
た
米
粒
で
そ
の
年
の
吉
凶
を
占
う
と
い
う
こ
と
も
広
い
範
囲
で
行
な
わ
れ

て
き
ま
し
た
。
こ
の
時
か
き
混
ぜ
る
棒
を
粥か

ゆ

か
き
棒
と
呼
ん
だ
り
、
粥
を
食

べ
る
箸
を
孕は

ら

み
箸ば
し

な
ん
て
呼
び
ま
す
が
、
往
々
に
し
て
こ
れ
に
も
削
り
か
け

が
施
し
て
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
柿
や
梨
な
ど
実
の
な
る
木
の
幹
を
叩
い
て
豊
作
を
願
う
成＊

な

木り
き

責ぜ

め
と
い
う
行
事
も
全
国
区
で
す
し
、
田
畑
を
荒
ら
す
害
鳥
や
害
獣
を
儀
礼
的

に
追
い
払
う
行
事
も
あ
っ
て
、
東
日
本
で
は
鳥＊

追
い
、
西
日
本
で
は
モ
グ
ラ

ウ
チ
の
行
事
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
成
木
責
め
や
鳥
追
い
に
は
削

り
か
け
の
杖
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
子
孫
繁

栄
の
願
い
を
込
め
た
嫁＊

叩
き
と
い
う
行
事
も
、
分
布
の
広
い
小
正
月
行
事
の

ひ
と
つ
で
す
。
子
ど
も
や
青
年
た
ち
が
棒
で
も
っ
て
新
妻
や
若
い
女
性
の
お

尻
を
叩
い
た
り
突
っ
つ
い
た
り
す
る
ん
で
す
が
、
男
児
の
誕
生
や
、
あ
る
い

は
も
っ
と
漠
然
と
子
孫
繁
栄
を
願
っ
た
と
さ
れ
る
行
事
で
す
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
嫁
叩
き
棒
が
削
り
か
け
で
あ
る
こ

と
が
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
。

　

北
原　

ず
い
ぶ
ん
多
彩
な
行
事
が
集
中
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。

　

今
石　

そ
う
で
す
よ
ね
。
小
正
月
に
は
他
に
も
ド
ン
ド
焼
き
な
ど
の
火
祭
り
系
統
の
行
事
が
あ
り
ま
す
し
、
有
名
な

図 3-3 ドウソジン（木偶）とカユカキボウ　四割にした粥
かき棒の頭部には小豆粥が付けてある（群馬県旧六合村小雨）
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秋
田
の
ナ
マ
ハ
ゲ
の
よ
う
に
神
霊
が
来
訪
す
る
行
事
も
各
所
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
私
の
個
人
的
な
感
覚
で
す
が
、
小

正
月
行
事
は
大
正
月
の
行
事
、
例
え
ば
門
松
や
鏡
餅
、
若
水
汲
み
な
ん
か
に
比
べ
て
、
も
っ
と
騒
々
し
く
呪
術
的
で
、

視
覚
的
に
も
わ
か
り
や
す
い
、
華
や
か
で
お
も
し
ろ
い
行
事
が
多
い
ん
で
す
。
直
截
的
と
い
う
か
、
よ
り
洗
練
さ
れ
て

い
な
い
と
い
う
か
。
民
俗
学
者
の
宮
本
常
一
さ
ん
（
一
九
〇
七
〜
八
一
）
は
、
小
正
月
の
行
事
は
大
正
月
の
行
事
よ
り
歴

史
的
に
起
源
が
古
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
稲
作
よ
り
も
畑
作
を
基
盤
と
し
た
も
の
が
多
く
、
さ
ら
に
は
農
耕
以

前
の
採
取
経
済
に
由
来
す
る
行
事
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
言
っ
て
い
ま
す
。
実
際
、
小
正
月
の
儀
礼
に
出

て
来
る
粟
穂
・
稗
穂
を
作
る
行
事
や
、
鳥
追
い
や
成
木
責
め
な
ん
か
を
見
る
と
宮
本
さ
ん
の
言
う
こ
と
も
頷
け
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
う
い
っ
た
行
事
に
削
り
か
け
が
登
場
す
る
こ
と
は
、
削
り
か
け
も
や
は
り
根
の
古
い
文
化
な
の
だ
ろ
う
と

い
う
こ
と
を
思
わ
せ
ま
す
ね
。
と
同
時
に
、
行
事
の
足
場
、
源
泉
と
な
る
日
々
の
生
業
に
つ
い
て
も
、
十
分
に
目
を
こ

ら
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
も
思
わ
さ
れ
ま
す
。
小
正
月
の
削
り
か
け
習
俗
は
、
あ
る
一
面
で
は
農
耕
と
い
う
生
業
形

態
の
影
響
を
多
分
に
受
け
て
い
る
と
思
う
わ
け
で
す
が
、
ア
イ
ヌ
民
族
の
場
合
は
交
易
や
狩
猟
採
集
を
主
た
る
生
活
基

盤
と
し
て
き
た
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
は
少
な
か
ら
ぬ
隔
た
り
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。

　
　
　「
花
」
と
削
り
か
け

　
北
原　

そ
う
い
っ
た
違
い
が
、
実
際
に
削
り
か
け
と
イ
ナ
ウ
の
在
り
方
に
ど
う
い
う
ふ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
考

え
て
い
ま
す
か
。 

　

今
石　

小
正
月
の
削
り
か
け
習
俗
が
あ
る
面
で
は
と
て
も
農
耕
的
だ
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
先
ほ
ど
「
予
祝
」
と
い



　第三章　本州以南の信仰と削りかけ習俗

54

う
こ
と
を
言
い
ま
し
た
が
、
小
正
月
の
削
り
か
け
の
名
称
を
見
て
い
く
と
、
全
国
的
に
み
て
圧
倒
的
に
多
い
の
が
ハ
ナ

と
か
ケ
ズ
リ
バ
ナ
、
チ
ヂ
レ
バ
ナ
と
か
い
う
ハ
ナ
系
の
名
称
な
ん
で
す
ね
。
削
り
か
け
は
多
く
の
場
合
、「
花
」
だ
と

認
識
さ
れ
て
る
ん
で
す
。
そ
れ
が
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
う
と
、ハ
ナ
は
「
花
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
端は

な

」
で
あ
り
「
鼻
」

で
も
あ
る
。
つ
ま
り
他
よ
り
突
出
し
た
も
の
、
先
触
れ
な
ん
で
す
。
要
す
る
に
花
が
咲
く
事
が
秋
の
豊
か
な
実
り
の
先

触
れ
、
端
緒
に
な
る
と
い
う
発
想
で
す
よ
ね
。
で
す
か
ら
、
花
を
祀
る
と
い
う
発
想
が
生
ま
れ
て
き
た
背
景
に
は
、
四

季
の
巡
り
と
、
そ
の
中
で
し
か
る
べ
き
時
に
播
種
を
し
て
、
し
か
る
べ
き
手
入
れ
を
し
て
、
そ
れ
で
よ
う
や
く
し
か
る

べ
き
時
に
収
穫
で
き
る
と
い
う
生
活
の
繰
り
返
し
、
そ
の
暮
ら
し
の
リ
ズ
ム
が
あ
っ
た
の
だ
と
理
解
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
こ
と
に
関
連
し
て
言
う
と
、
削
り
か
け
は
決
ま
っ
た
時
期
に
作
ら
れ
、
飾
ら
れ
、
あ
る
時
期
が
き
た
ら
取
り
外

さ
れ
る
と
い
う
ケ
ー
ス
が
多
く
、
し
か
も
各
種
の
行
事
や
禁
忌
に
よ
っ
て
、
毎
年
間
違
い
な
く
そ
れ
が
繰
り
返
さ
れ
る

よ
う
な
仕
組
み
も
出
来
て
い
る
ん
で
す
ね
。
ま
ず
、
削
り
か
け
を
作
る
た
め
の
材
料
を
山
に
採
り
に
行
く
日
が
決
ま
っ

て
い
ま
す
。
そ
れ
は
一
月
二
日
や
六
日
、一
一
日
な
ど
で
、山
入
り
と
か
初
山
、若
木
迎
え
な
ど
と
呼
ば
れ
る
ん
で
す
が
、

新
年
あ
け
て
そ
の
日
に
は
じ
め
て
山
に
入
り
、
決
ま
っ
た
材
料
を
採
っ
て
く
る
。
そ
れ
で
削
り
か
け
を
は
じ
め
と
す
る

様
々
な
飾
り
物
を
作
っ
て
、
そ
れ
を
大
体
一
月
一
三
日
頃
に
飾
り
つ
け
ま
す
。
多
く
の
地
域
で
は
門
松
な
ど
の
お
正
月

飾
り
と
交
換
す
る
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
小
正
月
を
迎
え
て
、
場
所
に
よ
っ
て
は
そ
れ
で
成
木
責
め
を
し
た
り
嫁
叩
き
を

し
た
り
し
て
、
小
正
月
が
終
わ
る
と
大
体
一
月
一
八
日
と
か
二
〇
日
と
か
、
決
ま
っ
た
日
に
取
り
外
し
て
燃
や
し
た
り

捨
て
た
り
し
ま
す
。関
東
で
は「
二
〇
日
の
風
に
会
わ
せ
る
な
」と
い
う
一
種
の
タ
ブ
ー
み
た
い
な
言
い
伝
え
が
あ
っ
て
、

厳
格
に
日
を
守
っ
て
お
ろ
し
ま
す
。そ
の
よ
う
に
毎
年
新
し
く
作
っ
て
一
定
の
時
期
だ
け
飾
る
と
い
う
行
為
は
、ち
ょ
っ

と
話
が
飛
ぶ
よ
う
で
す
が
伊
勢
神
宮
で
二
〇
年
に
一
度
社
殿
を
造
り
か
え
る
、
い
わ
ゆ
る
式し

き
ね
ん年

遷せ
ん
ぐ
う宮

の
考
え
方
と
同
じ
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だ
な
と
思
う
ん
で
す
。
要
す
る
に
あ
る
一
定
期
間
の
サ
イ
ク
ル
や
時
の
巡
り
と
い
う
こ
と
が
意
識
さ
れ
、
そ
の
ひ
と
つ

の
サ
イ
ク
ル
で
も
っ
て
物
事
が
刷
新
さ
れ
る
こ
と
を
良
し
と
す
る
、
そ
ん
な
精
神
が
小
正
月
の
削
り
か
け
習
俗
の
背
景

に
も
あ
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
こ
う
し
た
と
こ
ろ
は
イ
ナ
ウ
と
削
り
か
け
の
違
い
な
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
花
の
概
念
に
し
て
も
、

イ
ナ
ウ
に
は
そ
れ
が
花
だ
と
い
う
認
識
は
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
も
そ
も
伝
統
的
な
ア

イ
ヌ
文
化
の
中
で
「
花
」
が
占
め
る
文
化
的
位
置
づ
け
は
、
と
て
も
小
さ
い
で
す
よ
ね
。
交
易
や
狩
猟
採
集
を
生
活
基

盤
と
す
る
日
常
の
中
で
は
、
花
と
い
う
も
の
は
特
別
注
意
を
ひ
か
な
か
っ
た
、
大
き
な
意
味
を
持
ち
え
な
か
っ
た
の
か

な
と
も
思
い
ま
す
。

　

北
原　

削
り
か
け
が
農
耕
儀
礼
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
と
な
る
と
、
イ
ナ
ウ
と
削
り
か
け
を
比
較
す
る
場
合
に
は

そ
う
し
た
文
化
的
背
景
も
含
め
て
比
較
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
ね
。

　
　
　 

削
り
か
け
習
俗
の
広
が
り

　

今
石　

そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
直
接
農
耕
儀
礼
と
は
結
び
つ
か
な
い
削
り
か

け
の
事
例
も
た
く
さ
ん
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
民
俗
学
者
の
柳
田
國
男
さ
ん
（
一
八
七
五
〜
一
九
六
二
）
は
「
花＊

と
イ

ナ
ウ
」
と
い
う
論
文
で
、
削
り
か
け
と
イ
ナ
ウ
は
ふ
た
つ
の
地
域
で
偶
発
的
に
発
生
し
た
、
連
続
性
の
な
い
習
俗
な
ん

だ
と
言
っ
た
ん
で
す
ね
。
今
で
も
そ
の
説
は
き
ち
ん
と
検
証
さ
れ
て
い
な
い
、
ひ
っ
く
り
返
さ
れ
て
い
な
い
ん
で
す
け

れ
ど
も
、
た
し
か
に
小
正
月
の
、
非
常
に
農
耕
儀
礼
的
な
要
素
の
強
い
削
り
か
け
だ
け
見
れ
ば
、
形
は
似
て
い
る
け
れ
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ど
意
味
的
に
は
イ
ナ
ウ
と
は
ま
っ
た
く
違
う
よ
ね
、
と

い
う
印
象
を
持
っ
て
も
仕
方
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
で

も
、
本
州
以
南
の
削
り
か
け
の
う
ち
、
一
番
伝
承
と
し

て
ま
と
ま
っ
て
い
て
目
立
つ
の
が
小
正
月
の
「
花
」
と

し
て
の
削
り
か
け
だ
と
い
う
だ
け
で
、
本
当
は
農
耕
儀

礼
と
は
関
わ
り
が
な
い
と
思
わ
れ
る
削
り
か
け
も
た
く

さ
ん
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。

　

北
原　

例
え
ば
ど
う
い
う
も
の
が
あ
る
ん
で
し
ょ
う

か
。

　

今
石　

例
え
ば
山
の
神
様
に
お
供
え
す
る
削
り
か
け

が
あ
り
ま
す
。
冒
頭
で
も
少
し
お
話
し
ま
し
た
が
、
山

に
神
様
が
い
る
ん
だ
と
い
う
観
念
は
広
く
日
本
列
島
に
見
ら
れ
た
も
の
で
し
た
が
、
こ
の
う
ち
削
り
か
け
が
絡
む
も
の

と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
紀
伊
山
地
を
中
心
と
す
る
山
の
神
信
仰
で
す
。
こ
の
一
帯
は
林
業
が
と
て
も
盛
ん
で

し
た
か
ら
大
変
篤
い
山
の
神
信
仰
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
山
の
神
様
は
非
常
に
醜
い
女
の
神
様
だ
と
か
言
っ
て
、
集
落

ご
と
、
あ
る
い
は
数
件
の
家
ご
と
に
山
の
神
を
大
木
な
ど
に
祀
っ
て
い
た
ん
で
す
。
山
仕
事
の
始
め
と
終
わ
り
に
祭
り

を
行
っ
た
り
、毎
年
決
ま
っ
た
祭
日
、霜
月
（
一
一
月
）
七
日
が
多
い
よ
う
で
す
が
、こ
の
日
に
祭
り
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。

山
の
神
の
祭
日
に
は
山
に
は
入
っ
て
は
い
け
な
い
と
す
る
地
域
も
多
く
て
、
こ
の
日
は
仕
事
を
休
ん
で
山
の
神
様
に
小

豆
団
子
や
大
き
な
ボ
タ
モ
チ
を
供
え
た
り
し
ま
す
が
、
こ
れ
と
一
緒
に
削
り
か
け
も
お
供
え
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
し

図 3-4 山の神様の削りかけ　施主により形状
の異なる３本の削りかけが大木の根本に供えら
れている（奈良県十津川村迫西川）
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た
。
地
域
に
よ
っ
て
は
こ
れ
は
山
の
神
様
の
カ
ン
ザ
シ
だ
、
な
ん
て
言
っ
た
ん
で
す
よ
。

　

北
原　

こ
こ
で
の
削
り
か
け
も
、
小
正
月
の
削
り
か
け
と
同
じ
よ
う
な
形
な
ん
で
す
か
？

　

今
石　

ち
ょ
っ
と
違
い
ま
す
。
一
番
大
き
な
違
い
は
ふ
さ
ふ
さ
し
た
削
り
か
け
が
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
地
域
で
は
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
を
使
っ
て
作
る
の
で
、
材
質
上
そ
う
し
た
形
は
で
き
な
い
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か

ら
こ
の
地
域
に
特
徴
的
な
も
の
と
し
て
、
平
た
い
板
の
両
側
に
ち
ょ
っ
ち
ょ
っ
と
削
り
を
入
れ
た
も
の
が
見
ら
れ
ま
す

（
４
章
図
55
〜
57
）。
こ
れ
は
平
安
時
代
な
ど
古
代
の
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
斎い
ぐ
し串
と
呼
ば
れ
る
祭
祀
具
に
形
が
よ
く
似
て

る
ん
で
す
。
考
古
学
に
よ
る
と
、
こ
の
斎
串
は
律
令
期
の
祭
具
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
中
で
も
特
に
全
国
的
広
が
り
を

持
っ
て
出
土
し
て
い
て
、
こ
の
う
ち
い
く
つ
か
に
は
、
山
の
神
の
削
り
か
け
み
た
い
に
両
端
に
切
り
込
み
が
あ
る
ん
で

す
。
斎
串
は
、
考
古
学
の
世
界
で
は
そ
れ
こ
そ
削
り
か
け
と
呼
ば
れ
て
い
る
ん
で
す
よ
。

　

北
原　

と
い
う
こ
と
は
、
削
り
か
け
が
古
代
ま
で
遡
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

　

今
石　

必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
い
切
れ
ま
せ
ん
。こ
の
斎
串
と
い
う
の
が
ど
の
よ
う
な
儀
礼
に
使
わ
れ
た
の
か
な
ど
、

そ
の
実
態
が
ま
だ
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
斎
串
は
井
戸
や
溝
な
ど
か
ら
よ
く
出
土
す
る
こ
と
か
ら
、
井
戸

を
舞
台
と
し
た
祭
祀
に
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
私
た
ち
が
言
う
と
こ
ろ
の
削
り
か
け

と
の
連
続
性
は
ま
だ
不
明
で
す
。
た
だ
形
か
ら
だ
け
言
え
ば
、
紀
伊
山
地
の
削
り
か
け
と
斎
串
の
中
に
は
、
確
か
に
よ

く
似
た
も
の
が
あ
り
ま
す
ね
。

　

つ
い
で
に
歴
史
的
な
こ
と
を
言
う
と
、平
安
時
代
な
ど
の
書
物
に
出
て
来
る
「
削
花
」
や
「
粥
杖
」
と
い
う
も
の
が
、

現
在
の
削
り
か
け
の
原
型
で
は
な
い
か
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。
粥
杖
は
、
先
ほ
ど
ち
ょ
っ
と
説
明
し
た
嫁
叩
き
に
繋

が
っ
て
い
く
よ
う
な
行
事
で
、宮
中
の
年
中
行
事
と
し
て
出
て
来
る
ん
で
す
ね
。
一
方
、削
花
は
仏
教
行
事
の
中
で
「
削
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花
」
を
献
じ
た
、
と
い
う
よ
う
な
記
事
が
出
て
来
る
。
た
だ
、
こ
の
削
花
や
粥
杖
の
実
態
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
こ
と
も

あ
り
ま
す
し
、
そ
れ
を
こ
こ
で
言
う
削
り
か
け
の
「
原
型
」
と
し
て
し
ま
う
の
は
、
少
し
乱
暴
だ
と
私
は
思
っ
て
い
ま

す
。
現
在
の
削
り
か
け
習
俗
に
繋
が
る
と
確
信
を
も
っ
て
言
え
る
歴
史
資
料
、
こ
れ
は
や
は
り
小
正
月
の
習
俗
に
つ
い

て
の
も
の
で
す
が
、
そ
れ
が
出
始
め
る
の
は
一
七
世
紀
の
終
わ
り
か
ら
一
八
世
紀
の
は
じ
め
に
か
け
て
で
す
。
そ
れ
以

降
、
江
戸
時
代
に
は
削
り
か
け
に
関
す
る
記
述
が
た
く
さ
ん
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

北
原　

歴
史
的
に
は
仏
教
行
事
に
絡
ん
で
「
削
り
花
」
と
い
う
も
の
が
出
て
来
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
、
実
際
に

仏
教
や
神
道
の
行
事
の
中
で
削
り
か
け
は
出
て
来
る
ん
で
す
か
。 

　

今
石　

仏
教
や
神
道
の
行
事
の
中
に
も
削
り
か
け
ら
し
い
も
の
、
少
な
く
と
も
木
を
削
っ
た
祭
具
は
出
て
き
ま
す
。

そ
れ
が
小
正
月
の
削
り
か
け
の
よ
う
な
民
間
行
事
と
ど
う
い
う
ふ
う
に
関
わ
っ
て
く
る
の
か
、
ま
だ
う
ま
く
説
明
で
き

ま
せ
ん
が
、
私
の
印
象
で
は
そ
う
し
た
行
事
は
、
民
間
の
削
り
か
け
習
俗
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
西
日
本
の
地
域
に
多

い
よ
う
で
す
。
例
え
ば
大
分
県
国く

に
さ
き東
半
島
の
お
寺
で
行
な
わ
れ
る
修し
ゅ
し
ょ
う正
鬼お
に
え会
の＊

執と

り
物も
の

と
し
て
、
香こ
う

水ず
い

棒ぼ
う

と
呼
ば
れ

る
削
り
か
け
状
の
杖
が
出
て
き
ま
す
。
儀
礼
の
中
で
は
こ
の
香
水
棒
で
床
を
激
し
く
突
く
ん
で
す
が
、
同
じ
よ
う
に
削

り
か
け
状
の
棒
で
床
を
突
く
所
作
は
、
近
世
秋
田
の
民
間
の
サ＊

イ
ノ
カ
ミ
行
事
の
中
で
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
史
料

か
ら
明
ら
か
で
す
。
あ
る
い
は
、
奈
良
東
大
寺
の
お
水
取
り
（＊
修し
ゅ

二に

会え

）
で
は
、
ケ
ズ
リ
カ
ケ
と
呼
ぶ
花
の
よ
う
に
削
っ

た
木
を
松
明
に
挿
し
、
あ
る
い
は
松
明
の
中
に
敷
き
詰
め
て
、
火
を
つ
け
ま
す
（
４
章
図
62
）。
和
歌
山
県
新
宮
市
の

神か
ん
の
く
ら倉

神
社
の
お
燈と

う

祭
り
や
、京
都
八
坂
神
社
の
白お

け
ら
さ
い

朮
祭
（
祇
園
削
掛
神
事
）
も
同
様
に
削
り
か
け
に
火
を
灯
す
神
事
で
す
。

奈
良
や
和
歌
山
あ
た
り
で
見
ら
れ
る
オ
コ
ナ
イ
と
い
う
仏
教
行
事
、
こ
れ
は
修＊

正
会
が
源
流
と
さ
れ
る
ん
で
す
が
、
こ
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の
中
で
も
「
削
り
花
」
が
飾
ら
れ
ま
す
ね
。
こ
う
し
た
も
の
は
古
代
の
削
花
に
も
近
い
も
の
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

北
原　

ど
ち
ら
が
先
な
ん
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
仏
教
や
神
道
儀
礼
の
要
素
と
し
て
あ
っ
た
削
り
か
け
が
民
間
に
伝
播

し
た
の
か
、あ
る
い
は
民
間
に
あ
っ
た
削
り
か
け
と
い
う
要
素
が
仏
教
行
事
な
り
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

今
石　

は
っ
き
り
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
日
本
の
神
道
あ
る
い
は
仏
教
か
ら
、
こ
の
木
を
削
る
と
い
う
祭
具
が
始

ま
っ
た
ん
だ
と
は
ち
ょ
っ
と
考
え
に
く
い
で
す
。
削
り
か
け
は
仏
教
や
神
道
の
行
事
と
ま
っ
た
く
関
係
な
い
と
こ
ろ
で

も
民
間
行
事
の
中
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
し
、
イ
ナ
ウ
を
は
じ
め
海
外
で
も
削
り
か
け
状
祭
具
が
あ
り
ま
す

か
ら
。
た
だ
、
削
り
か
け
と
い
う
ひ
と
つ
の
要
素
が
、
仏
教
や
神
道
行
事
の
中
に
も
取
り
込
ま
れ
て
、
お
互
い
に
影
響

し
合
っ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
さ
っ

き
紀
伊
山
地
の
削
り
か
け
に
は
平
た
い
板
を
削
っ
た
も

の
が
あ
る
と
言
い
ま
し
た
が
、
熊
野
那
智
大
社
で
行
わ

れ
る
有
名
な
那
智
の
火
祭
り
に
は
、
実
は
平
た
い
削
り

か
け
が
出
て
来
る
ん
で
す
ね
。
ひ
と
つ
は
扇お

う
ぎ
み
こ
し

神
輿
と
い

う
巨
大
な
神
輿
に
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
、
も
う
ひ
と
つ

は
そ
の
扇
神
輿
の
鏡
の
部
分
を
打
つ
「
打う

ち
ま
つ松
」
と
い
う

祭
具
で
す
。
こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
民
間
信
仰

の
中
の
削
り
か
け
と
神
社
祭
礼
の
中
の
削
り
か
け
と
の

間
に
、
少
な
く
と
も
影
響
関
係
は
あ
っ
た
と
言
え
る
わ

け
で
す
。

図 3-5 熊野那智大社の火祭り　打松と呼ばれる
平板状の削りかけで扇神輿を打つ（那智勝浦町）
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依＊

り
代
、
御
幣
と
削
り
か
け

　

北
原　

最
後
に
、
依よ

り
代し

ろ

と
い
う
概
念
に
つ
い
て
も
お
聞
き
し
た
い
の
で
す
が
。
民
俗
学
の
中
で
は
こ
れ
ま
で
、
削

り
か
け
は
依
り
代
だ
と
い
う
説
明
が
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
そ
の
あ
た
り
は
い
か
が
で
す
か
。

　

今
石　

依
り
代
と
い
う
の
は
、簡
単
に
言
え
ば
神
様
が
そ
こ
に
降
り
て
く
る
た
め
の
目
印
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

ア
イ
ヌ
の
イ
ナ
ウ
が
神
様
の
も
と
へ
飛
ん
で
い
っ
て
人
間
の
言
葉
を
伝
え
る
と
い
う
考
え
方
と
は
、
方
向
性
と
し
て
は

ま
っ
た
く
逆
の
発
想
で
す
。

　

仰
る
と
お
り
、
削
り
か
け
は
こ
れ
ま
で
依
り
代
だ
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
背
景
に
は
「
削

り
か
け
＝
御ご

へ
い幣

の
原
型
」
と
い
う
通
説
が
あ
り
ま
す
。
御
幣
は
ご
存
知
の
通
り
、
白
い
紙
な
ど
を
切
っ
て
垂
ら
し
、
串

や
枝
に
つ
け
た
も
の
で
、
神
社
な
ん
か
に
行
く
と
今
で
も
よ
く
見
か
け
ま
す
し
、
注
連
縄
に
こ
れ
を
挟
ん
だ
り
も
し
ま

す
ね
。
こ
の
御
幣
は
、
元
々
は
神
へ
の
捧
げ
物
で
あ
っ
た
の
が
、
後
に
神
の
依
り
代
と
し
て
、
あ
る
い
は
神
が
降
り
て

き
た
結
果
ご
神
体
と
し
て
、
ま
た
は
罪
や
穢
れ
を
祓
う
た
め
の
祭
具
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
で
、
削
り
か
け
は
紙
が
ま
だ
一
般
的
で
な
か
っ
た
時
代
に
、
こ
の
御
幣
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
だ
ろ

う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

　

た
し
か
に
削
り
か
け
と
御
幣
は
形
が
よ
く
似
て
い
ま
す
し
、
少
な
く
と
も
造
形
と
い
う
点
か
ら
言
え
ば
、
紙
の
御
幣

の
前
身
が
削
り
か
け
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
事
実
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
、「
削
り
か
け
＝
御
幣
」
と
い

う
よ
う
な
単
純
な
図
式
で
は
な
く
、
削
り
か
け
が
本
来
持
た
さ
れ
て
い
た
多
様
な
機
能
や
意
味
の
一
部
の
み
が
、
御
幣
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に
受
け
継
が
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
も
し
く
は
、
木
の
削
り
か
け
か
ら
紙
の
御
幣
が
派
生
し
た
時
か
ら
、
両

者
は
別
の
道
を
歩
み
始
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
展
開
し
て
き
た
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

削
り
か
け
を
依
り
代
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
、少
な
く
と
も
日
本
の
民
俗
学
の
中
で
は
理
解
し
や
す
い
ん
で
す
。
実
際
、

特
に
神
事
に
用
い
ら
れ
る
削
り
か
け
の
中
に
は
依
り
代
と
い
う
概
念
で
す
ん
な
り
説
明
が
つ
く
も
の
も
あ
る
。
で
も
削

り
か
け
の
「
本
質
」
が
依
り
代
だ
と
意
味
づ
け
て
し
ま
う
と
、
そ
こ
で
思
考
停
止
に
な
っ
て
し
ま
う
の
も
事
実
で
す
。

な
ぜ
木
を
削
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
か
、
そ
れ
が
な
ぜ
祭
具
に
な
り
え
た
ん
だ
ろ
う
と
い
っ
た
大
事
な
問
い
を
取
り
こ
ぼ
し

て
し
ま
う
し
、依
り
代
と
い
う
概
念
を
も
た
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
イ
ナ
ウ
と
の
比
較
も
難
し
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

研
究
を
し
て
い
る
と
、
削
り
か
け
に
は
本
来
的
に
は
こ
う
い
う
意
味
や
機
能
が
あ
っ
た
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
何
か
し
ら

の
本
質
、
原
型
の
よ
う
な
も
の
を
ど
う
し
て
も
見
出
し
た
く
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
が
、
削
り
か
け
習
俗
は
あ
ま
り
に

多
様
で
ど
の
行
事
が
削
り
か
け
の
本
来
的
な
意
味
を
体
現
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
。
む
し
ろ
、
削
り

か
け
と
い
う
ひ
と
つ
の
造
形
、
要
素
が
、
い
ろ
い
ろ
な
行
事
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
と
捉
え
た
ほ
う
が
素
直
で
す
。

で
す
か
ら
抽
象
的
な
意
味
論
を
追
究
す
る
こ
と
に
こ
こ
は
あ
え
て
禁
欲
的
に
な
っ
て
、
も
う
少
し
具
体
的
で
客
観
的
な

こ
と
、
例
え
ば
削
り
か
け
の
造
形
と
か
作
り
方
と
か
、
使
わ
れ
る
木
と
か
、
そ
う
し
た
事
柄
を
丁
寧
に
積
み
重
ね
る
こ

と
で
見
え
て
く
る
も
の
に
目
を
こ
ら
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
先
に
、
イ
ナ
ウ
と
の
比
較
も
あ
る
と
思

う
ん
で
す
。



第
四
章　

本
州
以
南
の
削
り
か
け
資
料

　
　
　
今
石
み
ぎ
わ
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本
州
以
南
で
「
削
り
か
け
」
は
ど
の
よ
う
な
形
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
次
ペ
ー
ジ
の
地
図
は
、
削
り

か
け
が
ま
と
ま
っ
て
見
ら
れ
る
行
事
の
う
ち
、
代
表
例
と
し
て
小
正
月
、
春
彼
岸
、
山
の
神
祭
り
の
三
つ
を
取
り
上
げ
、

伝
承
の
あ
る
地
域
を
示
し
た
地
図
で
す
。
こ
れ
は
お
お
む
ね
昭
和
初
期
か
ら
昭
和
中
頃
ま
で
の
分
布
状
況
を
示
し
て
い

ま
す
が
、
一
見
し
て
、
か
な
り
濃
密
に
削
り
か
け
習
俗
が
伝
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
こ
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
習
俗
と
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
削
り
か
け
に
つ
い
て
簡
単
に
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　 

小
正
月
の
削
り
か
け
と
そ
の
習
俗 

　

本
州
以
南
で
も
っ
と
も
濃
厚
に
削
り
か
け
習
俗
が
み
ら
れ
る
の
は
小
正
月
の
時
期
で
、
特
に
東
北
か
ら
信
越
・
関
東
・

中
部
に
か
け
て
、
ま
た
紀
伊
半
島
、
四
国
、
南
九
州
な
ど
で
色
濃
く
習
俗
が
伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
削
り
か
け
の
用

途
は
実
に
様
々
で
、
飾
り
と
し
て
家
の
あ
ち
こ
ち
に
飾
ら
れ
た
り
、
箸
と
し
て
儀
礼
食
を
食
べ
た
り
、
占
い
を
し
た
り
、

あ
る
い
は
呪
力
を
持
っ
た
杖
と
し
て
様
々
な
行
事
に
用
い
ら
れ
る
な
ど
、
そ
の
習
俗
は
各
地
で
少
し
ず
つ
重
な
り
合
い

な
が
ら
も
多
様
に
展
開
し
て
い
ま
す
。
そ
の
顕
わ
れ
方
に
は
地
域
ご
と
の
ま
と
ま
り
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
お

り
、
例
え
ば
宮
城
県
北
か
ら
岩
手
県
南
で
は
ア
ワ
ボ
ヒ
エ
ボ
系
名
称
を
も
つ
花
型
の
削
り
か
け
、
秋
田
一
帯
で
は
サ
イ

ノ
カ
ミ
の
祝
い
棒
、
南
に
接
す
る
山
形
県
北
部
で
は
サ
イ
ノ
カ
ミ
の
木
偶
人
形
、
新
潟
県
上
越
地
方
か
ら
富
山
・
石
川

に
か
け
て
は
祝
い
箸
な
ど
、
削
り
か
け
は
そ
れ
ぞ
れ
特
色
あ
る
形
と
し
て
造
形
さ
れ
、
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、小
正
月
に
は
削
り
か
け
の
ほ
か
に
も
ア
ワ
ボ
ヒ
エ
ボ
、粥
か
き
棒
、ハ
ラ
ミ
箸
、人
形
木で

く偶
、道
具
の
雛
型
、

カ
タ
ナ
や
杖
、
男
性
器
の
形
を
し
た
祝
い
棒
な
ど
、
多
彩
な
木
製
品
が
作
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
木
製
品
は
総
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称
し
て
「
ツ
ク
リ
モ
ノ
」
と
呼
ば
れ

ま
す
が
、
削
り
か
け
は
こ
の
ツ
ク
リ

モ
ノ
と
切
っ
て
も
切
れ
ぬ
縁
に
あ
り

ま
す
。
と
い
う
の
も
、
誰
が
み
て
も

削
り
か
け
だ
と
い
う
よ
う
な
房
や
か

な
木
製
品
が
粥
か
き
棒
や
ア
ワ
ボ
ヒ

エ
ボ
と
呼
ば
れ
た
り
、
逆
に
、
ア
ワ

ボ
ヒ
エ
ボ
や
人
形
木
偶
に
二
、三
片

の
削
り
か
け
が
つ
い
て
い
た
り
、
削

り
か
け
と
様
々
な
ツ
ク
リ
モ
ノ
と
の

境
界
は
と
て
も
曖
昧
で
、そ
の
造
形
、

意
味
付
け
、
名
称
は
交
錯
し
て
い
る

か
ら
で
す
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
ま

ず
三
つ
の
地
域
で
作
ら
れ
る
削
り
か

け
と
ツ
ク
リ
モ
ノ
の
事
例
を
簡
単
に

紹
介
し
た
う
え
で
、
全
国
の
小
正
月

に
見
ら
れ
る
削
り
か
け
習
俗
に
つ
い

て
概
観
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

削りかけ分布図　小正月の削りかけ分布図。山の
神の削りかけ、春彼岸の削りかけについては別枠
で示した。分布は自治体史･報告書等の二次資料、
フィールドワークによる一次資料に拠る（出典
略）。原則的に字単位で点を付したが、資料に明
記されていない場合は役場のある地点をとった。
但し縮尺の都合上、分布の密集地では割愛したも
のもある。また離島については一部省略した。

春
彼
岸
の
削
り
か
け

山
の
神
の
削
り
か
け
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（
１
）
三
つ
の
事
例
か
ら 

―
― 

小
正
月
の
削
り
か
け
と
ツ
ク
リ
モ
ノ

　
　

◎ 
埼
玉
県
東
秩
父
村
皆
谷

　
作
る
も
の

　
：
ハ
ナ
、
ダ
イ
シ
ョ
ウ
、
ケ
ー
カ
キ
棒
、
ハ
シ
、
マ
ユ
ダ
マ
、
タ
ワ
ラ

　

習
俗
の
概
要
：
ハ
ナ
は
基
本
的
に
ミ
ズ
キ
、そ
の
他
の
ツ
ク
リ
モ
ノ
は
オ
ッ
カ
ド
（
ヌ
ル
デ
）
で
作
る
。
一
月
一
三
日
、

正
月
飾
り
の
マ
ツ
を
飾
っ
た
場
所
（
屋
内
外
の
神
様
、
玄
関
、
出
入
口
等
）
に
割
竹
に
挿
し
た
ハ
ナ
（
屋
内
に
は
図
１
、
屋
外

に
は
図
３
）
と
マ
ユ
ダ
マ
を
進
ぜ
る
。
ま
た
神
棚
の
オ
シ
ラ
サ
マ
に
は
笹
竹
に
一
六
個
の
ハ
ナ
を
挿
し
た
ジ
ュ
ウ
ロ
ク

バ
ナ
（
図
９
）、
お
墓
や
お
地
蔵
様
に
は
簡
略
化
さ
れ
た
ハ
ナ
（
図
２
）
を
進
ぜ
る
。
昭
和
四
〇
年
頃
ま
で
は
堆
肥
場
に

コ
エ
ボ
ウ
ズ
（
長
さ
一
・
五
ｍ
ほ
ど
の
竹
の
先
端
を
い
く
つ
か
に
割
り
、
ハ
ナ
と
ヌ
ル
デ
の
棒
を
複
数
個
つ
け
た
も
の
）
も
進
ぜ
た
。

全
て
進
ぜ
た
後
、
最
後
に
オ
カ
マ
サ
マ
（
火
の
神
様
）
に
タ
ワ
ラ
に
挿
し
た
ハ
ナ
を
進
ぜ
る
（
図
８
）。
一
五
日
に
は
こ

れ
ら
の
ハ
ナ
に
小
豆
粥
を
お
供
え
す
る
。
ケ
ー
カ
キ
棒
（
図
４
）
は
歳
神
様
の
棚
に
供
え
て
お
き
、
一
五
日
の
朝
、
四

割
り
に
し
た
頭
部
に
マ
ユ
ダ
マ
を
挟
み
（
図
５
）、
小
豆
粥
を
か
き
混
ぜ
る
。
ケ
ー
カ
キ
棒
は
保
存
し
て
お
き
、
苗
代
を

作
る
際
に
田
の
水み

な
く
ち口

に
挿
す
と
よ
い
と
も
言
わ
れ
た
。
ハ
ラ
ミ
バ
シ（
図
７
）は
子
を
孕は

ら

ん
だ
よ
う
な
形
に
作
っ
た
箸
で
、

家
族
分
と
大
神
宮
様
・
歳
神
様
の
分
を
用
意
し
、
一
五
日
の
小
豆
粥
を
こ
れ
で
食
べ
た
後
、
歳
棚
に
供
え
て
お
く
。
使

用
後
に
は
十
字
に
な
る
よ
う
に
結
び
、
オ
カ
マ
サ
マ
の
上
の
屋
根
（
当
時
は
茅
葺
き
）
に
挿
し
て
お
く
家
も
あ
っ
た
。
ダ

イ
シ
ョ
ウ
（
図
６
）
は
歳
棚
に
供
え
て
お
く
。
こ
れ
ら
の
ハ
ナ
と
ツ
ク
リ
モ
ノ
は
全
て
一
六
日
に
は
下
ろ
し
て
処
分
し

た
が
、
床
の
間
の
ハ
ナ
と
神
棚
の
ジ
ュ
ウ
ロ
ク
バ
ナ
は
一
年
中
飾
っ
て
お
く
。
ま
た
オ
カ
マ
サ
マ
に
供
え
た
タ
ワ
ラ
は

と
っ
て
お
き
、初は

つ
う
ま午

（
二
月
最
初
の
午
の
日
）
の
お
供
え
を
調
理
す
る
際
に
使
用
す
る
と
よ
い
と
さ
れ
た
。
養
蚕
を
行
な
っ
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て
い
た
頃
は
ハ
ナ
を
保
管
し
て
お
き
、
初
蚕
の
マ
ブ
シ
（
蚕
が
繭
を
作
る
た
め
の
床
）
に
も
使
っ
た
。
マ
ユ
ダ
マ
は
一
六

日
に
下
ろ
し
て
そ
の
日
の
う
ち
に
焼
い
て
食
べ
る
か
、
一
月
二
五
日
の
天
神
様
の
祭
り
の
時
に
食
べ
た
。

　
　

◎ 
静
岡
県
静
岡
市
有
東
木

　
作
る
も
の
：　

ダ
イ
ノ
コ
（
大
・
小
）、
ハ
ナ
、
ギ
リ
、
農
道
具
の
雛
形

　

習
俗
の
概
要
：
す
べ
て
ア
ー
ボ
の
木
（
ヌ
ル
デ
）
で
作
る
。
大
型
の
ダ
イ
ノ
コ
（
図
10
）
は
玄
関
の
扉
の
両
脇
に
二
本

一
組
ず
つ
立
て
か
け
て
お
く
（
計
四
本
）。
お
も
っ
せ
（
年
越
し
の
こ
と
。
二
月
一
日
に
旧
正
月
〔
＝
小
正
月
〕
を
行
う
の
で
一
月

三
一
日
）
に
は
ダ
イ
ノ
コ
の
頭
頂
部
に
夕
飯
を
供
え
た
。
ま
た
小
型
の
ダ
イ
ノ
コ
（
図
11
）
を
持
ち
「
ダ
イ
ノ
コ
、シ
ョ
ー

ノ
コ
、
な
る
か
な
ら
ぬ
か
、
な
ら
に
ゃ
あ
首
を
切
っ
て
チ
ャ
ー
レ
、
チ
ャ
ー
レ
」
と
言
い
な
が
ら
柿
の
木
を
叩
い
た
。

ハ
ナ
（
図
12
）
は
割
竹
に
挿
し
、
屋
内
外
の
神
様
、
墓
な
ど
一
七
カ
所
に
進
ぜ
る
。
ギ
リ
（
図
14
）
は
ギ
リ
ッ
カ
ケ
に
用

い
る
。
ギ
リ
ッ
カ
ケ
は
小
正
月
の
ド
ン
ド
ロ
焼
き
に
用
い
る
竹
に
ギ
リ
を
た
く
さ
ん
ぶ
ら
下
げ
、
子
ど
も
た
ち
が
こ
れ

を
担
い
で
「
ギ
ー
リ
ッ
カ
ケ
参
っ
た
か
」
な
ど
と
唱
和
し
な
が
ら
村
を
ま
わ
る
行
事
。
寺
や
元
庄
屋
の
家
で
は
竹
に
か

け
た
ギ
リ
を
勢
い
よ
く
建
物
の
土
台
石
に
叩
き
つ
け
て
大
き
な
音
を
立
て
た
。
本
来
は
男
の
子
の
行
事
で
、
女
の
子
に

は
代
わ
り
に
臼
と
杵
の
雛
型
（
図
15
）
を
作
っ
て
与
え
た
。

　
　

◎ 

鹿
児
島
県
串
木
野
市
羽
島
土
川

　
作
る
も
の
　
：
ケ
ズ
リ
カ
ケ
、
ハ
ラ
メ
棒
、
ハ
シ
、
ナ
レ
ナ
レ
棒
、
ホ
ダ
ル

　

習
俗
の
概
要
：
ナ
レ
ナ
レ
棒
は
タ
ブ
ノ
キ
（
和
名
イ
ヌ
ビ
ワ
）、
そ
の
ほ
か
は
ネ
コ
ヤ
ナ
ギ
で
作
る
。
一
三
日
頃
か
ら
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作
り
、
一
四
日
の
晩
、
作
っ
た
も
の
全
て
を
箕み

に
い
れ
、
臼
の
上
に
載
せ
て
お
祝
い
を
す
る
。
ケ
ズ
リ
カ
ケ
（
図
20
）

と
ハ
ラ
メ
棒
（
図
19
）
は
二
本
一
組
を
五
本
セ
ッ
ト
作
り
、
神
棚
、
先
祖
様
の
棚
な
ど
に
供
え
、
軒
端
に
も
挿
し
た
。

ハ
シ
（
図
18
）
は
一
四
日
の
ホ
ダ
レ
節
句
の
料
理
（
包
丁
を
使
わ
ず
、
野
菜
を
長
い
ま
ま
長
い
箸
で
食
べ
る
と
す
る
行
事
）
を
食

べ
る
の
に
用
い
、
そ
の
後
、
踵

か
か
と

を
あ
げ
て
背
伸
び
し
て
戸
棚
に
あ
げ
て
お
く
と
翌
朝
に
は
踵
を
あ
げ
な
く
て
も
戸
棚
の

上
か
ら
取
れ
る
と
い
わ
れ
た
。
こ
の
箸
は
大
切
に
保
管
し
て
お
き
、
そ
こ
か
ら
出
る
油
を
手
足
に
マ
メ
が
で
き
た
と
き

の
薬
に
し
た
。
ホ
ダ
レ
（
図
17
）
は
四
つ
割
り
に
し
た
頭
頂
部
に
モ
ロ
モ
ロ
（
和
名
イ
ヌ
ガ
ヤ
）
の
葉
を
括
り
つ
け
、
こ

こ
に
一
五
日
の
朝
に
炊
い
た
お
粥
を
付
け
（
か
つ
て
は
粥
で
は
な
く
シ
ト
ン
ギ
〔
米
粉
の
団
子
〕
を
挟
ん
だ
）、
こ
れ
を
二
本

一
組
で
カ
マ
ド
の
上
に
載
せ
て
、ホ
ダ
レ
節
句
と
い
っ
た
。ホ
ダ
レ
は
保
管
し
て
お
き
、後
に
苗
代
田
の
水
口
に
立
て
た
。

ナ
レ
ナ
レ
棒
（
図
16
）
は
一
五
日
に
子
ど
も
た
ち
が
持
っ
て
ナ
レ
ナ
レ
を
行
な
っ
た
。
子
ど
も
が
い
な
い
家
に
行
っ
て

庭
の
ミ
カ
ン
や
柿
、
ビ
ワ
な
ど
を
「
ナ
レ
ナ
レ
ナ
レ
よ
、
ナ
ラ
ン
こ
て
す
れ
ば　

オ
イ
が
シ庄

屋
ョ
ヤ
ド殿
ン
の
シ尿

瓶
ビ
ン
ツ壷
ボ

に
き伐

っ

て
っ
て
な投

げ

こ

む

ぞ

ん
こ
ん
ど
」
と
言
っ
て
叩
い
て
ま
わ
る
と
、
そ
の
家
の
人
か
ら
餅
や
お
菓
子
が
も
ら
え
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
小
正
月
に
は
各
地
で
実
に
多
彩
な
ツ
ク
リ
モ
ノ
が
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
こ
に
挙
げ
た
の
は
一
例

に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
、
同
じ
よ
う
な
行
事
や
ツ
ク
リ
モ
ノ
が
、
少
し
ず
つ
形
を
変
え
な
が
ら
日
本
列
島
の
あ
ち
こ
ち
で
伝

承
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。
次
節
で
は
全
国
に
広
が
る
小
正
月
の
削
り
か
け
習
俗
へ
の
理
解
を
助
け
る
た
め
、
便
宜
的
に

い
く
つ
か
の
類
型
に
従
っ
て
説
明
を
試
み
た
い
と
思
い
ま
す
。



　第四章　本州以南の削りかけ資料

70

（
２
）　

全
国
の
小
正
月
の
削
り
か
け
習
俗

　
　
◎ 
供
物
、
飾
り
と
し
て
の
削
り
か
け

　

小
正
月
の
削
り
か
け
の
用
途
と
し
て
は
供
え
物
や
飾
り
が
最
も
広
く
、
東
北
か
ら
新
潟
、
信
州
、
関
東
、
中
部
、
紀

伊
半
島
沿
岸
部
、
四
国
の
一
部
、
南
九
州
と
、
広
い
範
囲
で
、
か
つ
様
々
な
形
で
伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
削
り
か
け

は
神
棚
や
床
の
間
、
出
入
り
口
な
ど
正
月
飾
り
を
し
た
場
所
、
庭
や
堆
肥
場
な
ど
に
飾
る
の
が
一
般
的
で
、
ハ
ナ
、
ア

ワ
ボ
ヒ
エ
ボ
な
ど
の
名
称
で
、
花
や
粟
・
稗
の
穂
な
ど
の
植
物
を
模
し
た
と
す
る
地
域
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
　

◎ 

粥
か
き
棒
や
箸
と
し
て
の
削
り
か
け

　

杖
や
箸
に
一
五
日
の
粥
を
付
着
さ
せ
、
こ
れ
で
豊
作
占
い
な
ど
を
す
る
習
俗
は
全
国
に
見
ら
れ
ま
す
が
、
こ
の
う
ち

信
州
か
ら
関
東
、中
部
、四
国
、南
九
州
な
ど
の
粥
か
き
棒
や
箸
に
は
、削
り
か
け
が
施
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
う
ち
粥
か
き
棒
は
頭
頂
部
に
十
文
字
の
切
り
込
み
を
入
れ
る
形
が
一
般
的
で
、
使
用
後
は
保
管
し
て
お
き
、
苗
代

を
作
っ
た
と
き
に
田
の
水
口
に
立
て
る
地
域
が
多
い
よ
う
で
す
。
ま
た
削
り
か
け
の
箸
で
一
五
日
の
粥
を
食
べ
る
地
域

も
広
く
、
東
日
本
で
は
新
潟
の
上
越
地
方
か
ら
富
山
を
中
心
と
す
る
地
域
と
、
そ
れ
に
隣
接
す
る
石
川
や
長
野
の
一
帯
、

西
日
本
で
は
鹿
児
島
や
長
崎
県
の
沿
岸
部
や
諸
島
で
報
告
が
あ
り
ま
す
。

　
　

◎ 

祝
い
棒
と
し
て
の
削
り
か
け

　

小
正
月
の
嫁
叩
き
や
鳥
追
い
、
成
木
責
め
、
ま
た
サ
イ
ノ
カ
ミ
祭
り
な
ど
門
付
け
を
伴
う
行
事
に
は
、
呪
力
を
も
つ

と
さ
れ
る
杖
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
。「
祝
い
棒
」
と
総
称
さ
れ
る
こ
う
し
た
棒
は
、
造
形
的
に
様
々

な
も
の
が
あ
り
、
刀
の
形
状
を
し
た
も
の
も
あ
れ
ば
、
槌つ
ち

や
藁
束
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
削
り
か
け
状
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図 4-52 ケズリバナ　11 月 7日の山の神の祭日に小豆団子とお神酒と共に供えた。2本 1
対、ヒノキ製（奈良県十津川村玉垣内）

図 4-53 ケズリバナ　11 月 7 日の山の神の祭日にボタモチ、魚と共に供えた。2本 1対、
ハゼノキ製（和歌山県本宮町久保野）

図 4-54 ツクリバナ　11 月 7 日の山の神の祭日に魚等と共に 1本供える。男性器を象っ
ている。ヒノキ製（和歌山県本宮町発心門）

図 4-55 ケズリバナ　2 本 1対で山の神に供える（奈良県十津川村山手谷）
図 4-56 ケズリバナ　2 本 1対で山の神に供える（奈良県十津川村小井）
図 4-57 オニメツキ　頭部に切込みを入れヒイラギと鰯の頭を挟み、節分に戸口に挿す。
ヒノキ製（奈良県上北山村小橡）

図 4-58 男根様　平塩熊野神社の御塞神祭（おさいじんさい）の御神体。神社に奉納さ
れた後、旧村境である御塞神の前で参拝者に撒かれる。これを勝ち取ると防除、招福、
子孫繁栄などのご利益があるとされる。マツ製、L20~38cm（山形県寒河江市平塩）

図 4-59 鷽（ウソ）　五條天神社（東京都台東区）の鷽替え神事の鷽。一年の嘘を鷽に託
して罪を祓い、吉に取り替える神事。羽が削りかけで表現してある。ヒノキ製、L7cm

図 4-60 鷽　太宰府天満宮の鷽替え神事の鷽。ホオノキ製、L8.5cm
図 4-61 カンデッコと男根　小正月、カンデッコ（鍬）と男根を 2本 1対に結び、サイノ
カミの神木に投げかけて一年の豊作や縁結び、家内安全等を占う。カンデッコはホオ
ノキ、男根はクルミ製（秋田県旧西木村中里）

図 4-62　東大寺修二会のケズリカケ　松明の頭部に挿しこんで火をつける。小さいもの
は焚きつけに用いる。ホオノキ製（奈良県東大寺）

図 4-63 イワイボウ　櫛比神社春季例大祭で松葉と共にイワイボウを持ち「マンザイロク
ト（万歳楽土）」と唱和しながら豊作を願う。L約 70cm（石川県旧門前町走出）

　
　
　
山
の
神
の
削
り
か
け

　

林
業
が
大
変
盛
ん
で
あ
っ
た
紀
伊
山
地
に
は
、
山
の
神

へ
の
供
物
と
し
て
の
削
り
か
け
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
削
り
か
け
は
十
津
川
（
熊
野
川
）、北
山
川
を
中
心
に
、

紀
伊
半
島
中
心
部
の
山
深
い
地
帯
に
集
中
し
て
み
ら
れ
、

山
の
神
の
祭
日
や
山
仕
事
の
始
め
や
終
わ
り
に
お
供
え
さ

れ
ま
し
た
。
山
の
神
を
祀
っ
て
あ
る
大
木
や
祠
の
前
に
二

本
一
対
で
突
き
立
て
て
お
供
え
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ

う
で
す
。
こ
れ
は
ケ
ズ
リ
バ
ナ
と
呼
ば
れ
て
「
花
」
と
認

識
さ
れ
て
い
た
り
、
山
の
神
様
が
女
の
神
様
（
そ
れ
も
と

び
き
り
醜
い
神
様
）
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
男
性
器
や

カ
ン
ザ
シ
だ
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　
　
　
神
事
や
仏
事
の
な
か
の
削
り
か
け

　
こ
の
ほ
か
、
神
事
や
仏
事
の
中
で
祭
具
と
し
て
用
い
ら

れ
る
削
り
か
け
も
各
地
で
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
国
東
半
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と
祭
具
と
の
境
界
は
、
実
は
そ
う
明
確
と
は
言
え
な
い
の
で
す
。

　
　
　
お
わ
り
に

　
こ
こ
ま
で
概
観
し
て
き
た
よ
う
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
と
高
度
経
済
成
長
に
よ
っ
て
大
き
な
生
活
の
転
換
が
あ
る
前

ま
で
、
日
本
列
島
本
州
以
南
で
は
削
り
か
け
を
用
い
る
行
事
・
儀
礼
が
広
く
営
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
も
そ
れ
は
、

各
地
で
様
々
な
習
俗
と
混
雑
し
な
が
ら
、
実
に
複
雑
に
展
開
し
て
い
ま
す
。
そ
の
複
雑
な
様
は
、
削
り
か
け
と
い
う
木

製
具
が
日
本
列
島
に
お
い
て
古
く
か
ら
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
伝
え
ら
れ
て
き
た
と
い
う
事
実
を
物
語
る
も
の
と
考

え
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
削
り
か
け
が
な
ぜ
祭
具
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
、
そ
れ
を
考
え
る
こ
と
は
、
人
々
が
何
を

考
え
、
何
を
思
っ
て
き
た
か
、
そ
う
し
た
精
神
性
と
で
も
い
う
べ
き
抽
象
世
界
を
考
え
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

　
し
か
も
面
白
い
こ
と
に
、
削
り
か
け
の
分
布
に
は
濃
淡
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
さ
ら
に
調
査
が
進
め
ば
新

し
い
事
例
の
報
告
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
に
し
て
も
九
州
北
部
か
ら
中
国
地
方
、
近
畿
北
部
地
域
で
は
、

相
対
的
に
言
っ
て
削
り
か
け
に
関
わ
る
報
告
が
す
で
に
近
世
か
ら
少
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
な
ぜ
こ
う
し
た

分
布
の
濃
淡
が
現
わ
れ
る
の
か
、
そ
の
背
景
に
は
様
々
な
要
因
が
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
ひ
と
つ
に
、
削
り
か
け
を

受
け
入
れ
た
地
域
と
、受
け
入
れ
な
い
選
択
を
し
た
地
域
と
の
、文
化
的
な
質
の
違
い
を
み
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
で
し
ょ

う
。
そ
し
て
そ
の
問
い
は
、
日
本
文
化
と
は
何
か
、
と
い
う
問
い
に
す
ぐ
さ
ま
繋
が
っ
て
い
く
も
の
で
す
。
こ
う
し
た

分
布
の
状
況
が
、列
島
上
の
文
化
の
在
り
方
を
問
う
上
で
の
具
体
的
な
例
証
の
ひ
と
つ
に
な
り
う
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
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北
方
に
広
が
る
イ
ナ
ウ
状
木
製
品

　

ア
イ
ヌ
民
族
は
、
本
州
の
和
人
ば
か
り
で
な
く
、
樺
太
島
や
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
半
島
で
も
他
の
文
化
と
接
し
て
い
ま
し

た
。
こ
こ
で
は
ウ
イ
ル
タ
文
化
と
ニ
ヴ
フ
文
化
に
見
ら
れ
る
、
イ
ナ
ウ
に
似
た
木
製
品
を
概
観
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
で
は
一
九
四
一
年
一
一
月
に
樺
太
東
海
岸
オ
タ
ス
で
調
査
を
し
た
名
取
武
光
（
一
九
〇
五
〜
一
九
八
八
）
の
記
録
を

紹
介
し
ま
す
。
名
取
は
、
こ
の
調
査
の
以
前
か
ら
ア
イ
ヌ
の
祭
具
や
儀
礼
に
つ
い
て
研
究
し
て
お
り
、
こ
の
と
き
は
ウ

イ
ル
タ
の
イ
ッ
ラ
ウ
一
三
種
、
ニ
ヴ
フ
の
ナ
ウ
一
〇
種
の
名
称
を
記
録
し
、
実
物
を
持
ち
帰
っ
て
い
ま
す
。
ど
ち
ら
も
、

工
具
・
技
術
と
し
て
は
樺
太
ア
イ
ヌ
と
共
通
し
て
い
ま
す
。

　
　
◎ 

イ
ッ
ラ
ウ

　

総
称
を
イ
ッ
ラ
ウ
と
言
い
、
名
取
は
船
の
イ
ッ
ラ
ウ
（
図
１
）、
シ
ャ
マ
ン
が
病
気
治
療
・
猟
の
占
い
に
使
う
イ
ッ
ラ

ウ
（
図
２
・
３
）
な
ど
を
記
し
て
い
ま
す
。
船
の
イ
ッ
ラ
ウ
は
男
女
ひ
と
組
に
作
り
、
船
の
表
に
つ
け
て
安
全
を
願
う
と

い
い
ま
す
。
こ
れ
は
形
態
的
に
は
４
章
で
紹
介
さ
れ
た
紀
伊
半
島
の
削
り
か
け
に
よ
く
似
て
い
ま
す
（
４
章
図
55
〜
57
）。

性
別
は
、
全
体
の
形
状
、
印
、
削
り
か
け
の
つ
く
範
囲
と
い
っ
た
形
の
違
い
で
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
シ
ャ
マ

ン
が
用
い
る
イ
ッ
ラ
ウ
も
男
女
ひ
と
組
で
作
ら
れ
、
男
性
は
ナ
ナ
カ
マ
ド
を
使
い
、
頭
頂
を
平
ら
に
、
削
り
か
け
は
全

体
が
螺
旋
を
描
き
ま
す
。女
性
は
ヤ
ナ
ギ
を
使
い
、頭
頂
は
斜
め
に
、削
り
か
け
は
半
分
以
上
が
真
っ
直
ぐ
に
伸
び
ま
す
。

　

ア
イ
ヌ
の
木
偶
や
イ
ナ
ウ
も
、
頭
部
の
形
が
性
別
の
表
示
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
北
海
道
の
イ
ナ

ウ
は
、
水
平
に
切
断
し
た
も
の
が
男
性
、
斜
め
に
切
っ
た
も
の
が
女
性
と
な
り
ま
す
。
樺
太
ア
イ
ヌ
の
木
偶
は
女
性
が
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水
平
、
斜
め
が
男
性
と
さ
れ
る
た
め
、
逆
転
は
見
ら
れ
ま
す
が
、
頭
部
が
性
別
に
応
じ
て
変
化
す
る
点
は
共
通
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
削
り
か
け
部
分
の
巻
き
の
有
無
が
性
別
と
対
応
し
て
い
る
の
も
、
ア
イ
ヌ
の
事
例
（
撚
る
＝
男
性
、
そ
の

ま
ま
＝
女
性
）
に
通
じ
ま
す
。

　
　
◎
ナ
ウ

　

ニ
ヴ
フ
語
で
は
削
り
か
け
を
ナ
ウ
と
呼
び
、
ヤ
ナ
ギ
と
ナ
ナ
カ
マ
ド
を
使
い
ま
す
。
特
に
目
を
引
く
の
は
、
家
の
ナ

ウ
や
ク
マ
送
り
の
柱
に
結
ぶ
ナ
ウ
な
ど
「
神
霊
が
宿
る
＝
依
り
代
と
な
る
」
と
言
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
で
す
。
い

ず
れ
も
ヤ
ナ
ギ
を
使
い
、
男
女
ひ
と
組
に
つ
く
り
ま
す
。
家
の
ナ
ウ
に
は
顔
を
刻
み
、
家
の
霊
が
宿
る
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
頭
頂
が
円
錐
の
も
の
が
女
性
、
斜
め
の
も
の
が
男
性
で
す
（
図
４
・
５
）。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
一
九
二
〇
年
代
後

半
に
サ
ハ
リ
ン
北
部
の
ニ
ヴ
フ
文
化
を
記
録
し
た
ク
レ
イ
ノ
ヴ
ィ
チ
が
、
同
様
の
も
の
を
目
に
し
て
い
ま
す
。

　

船
の
ナ
ウ
（
図
６
）
は
天
候
が
良
く
な
い
と
き
、
海
神
へ
の
供
物
と
と
も
に
海
中
に
投
じ
、
供
物
を
運
ぶ
一
種
の
使

者
で
、
印
を
刻
み
ま
す
。
山
の
神
の
ナ
ウ
も
同
じ
く
、
供
物
を
届
け
る
使
者
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
（
図
７
）。

　

こ
の
ほ
か
、
シ
ャ
マ
ン
が
身
に
つ
け
た
り
、
手
に
持
っ
て
病
人
の
体
を
祓
う
ナ
ウ
が
あ
り
ま
す
。
病
人
を
祓
う
ナ
ウ

は
、
使
用
後
に
戸
外
へ
捨
て
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
削
り
か
け
を
魔
祓
い
の
採
り
物
と
し
て
用
い
る
と
こ
ろ
、
そ
の
後

戸
外
へ
廃
棄
す
る
と
こ
ろ
な
ど
、
二
章
で
紹
介
し
た
ア
イ
ヌ
の
ト
ゥ
ス
タ
ク
サ
と
の
共
通
性
が
見
え
ま
す
（
２
章
図
58
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
両
文
化
の
削
り
か
け
状
製
品
は
、
形
状
だ
け
で
な
く
男
女
の
別
が
あ
り
そ
れ
が
形
状
に
よ
っ
て
表
現

さ
れ
て
い
る
こ
と
、
贈
り
物
で
あ
り
供
物
を
運
ぶ
使
者
で
も
あ
る
こ
と
、
病
人
を
祓
う
機
能
を
も
つ
こ
と
な
ど
ア
イ
ヌ

の
イ
ナ
ウ
と
多
く
の
共
通
点
を
持
っ
て
お
り
、本
州
の
削
り
か
け
よ
り
も
イ
ナ
ウ
に
近
い
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
人
面
を
彫
り
つ
け
、
木
偶
と
削
り
か
け
が
一
体
化
し
た
も
の
が
あ
る
事
も
興
味
深
い
点
で
す
。
こ
れ
に
似
た
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南
方
へ
広
が
る
削
り
か
け

　

削
り
か
け
状
の
木
製
品
は
北
方
ば
か
り
で
な
く
、
ラ
オ
ス
、
ベ
ト
ナ
ム
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
な
ど
の
諸

民
族
の
間
で
も
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
二
〇
一
二
年
に
行
な
っ
た
マ
レ
ー
シ
ア
・
ボ
ル
ネ
オ
島
サ
ラ
ワ
ク

州
で
の
調
査
を
も
と
に
、
当
地
の
削
り
か
け
を
簡
単
に
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ボ
ル
ネ
オ
島
は
日
本
の
二
倍
の
面
積
を
持
つ
世
界
で
三
番
目
に
大
き
な
島
で
、
赤
道
直
下
に
位
置
し
て
い
ま
す
。
サ

ラ
ワ
ク
州
は
こ
の
ボ
ル
ネ
オ
島
の
北
西
部
に
あ
た
り
、最
大
の
人
口
を
占
め
る
イ
バ
ン
を
は
じ
め
、ビ
ダ
ユ
、ク
ニ
ャ
ー
、

カ
ヤ
ン
、
ブ
ラ
ワ
ン
な
ど
先
住
の
民
族
集
団
が
大
き
な
人
口
比
を
占
め
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
内
陸
部
に
住
む
「
ダ

ヤ
ク
」
と
総
称
さ
れ
る
諸
民
族
の
一
部
に
、
削
り
か
け
状
木
製
品
の
利
用
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
民
族
に
よ
り
削
り
か
け

の
名
称
、
用
途
、
素
材
等
は
少
し
ず
つ
異
な
り
ま
す
が
、
そ
の
形
態
は
概
し
て
日
本
列
島
の
も
の
よ
り
大
き
く
、
人
の

背
よ
り
高
い
も
の
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
の
民
族
で
も
細
工
な
ど
に
用
い
る
常
用
の
小
刀
を
押
し
て
作
る
よ
う
で
す
。

　

こ
の
削
り
か
け
は
、
現
在
で
は
重
要
な
客
人
を
歓
迎
す
る
時
や
、
結
婚
式
、
ク
リ
ス
マ
ス
な
ど
の
お
祝
い
の
際
に
飾

ら
れ
る
装
飾
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
す
が
、
か
つ
て
は
首
狩
り
習
俗
や
伝
統
的
な
祭
り
に
際
し
て
重
要
な
役

割
を
果
た
す
な
ど
、
よ
り
象
徴
的
、
宗
教
的
な
意
味
合
い
を
持
た
さ
れ
て
い
た
痕
跡
も
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
イ

バ
ン
で
は
、
削
り
か
け
をBungai Jaraw

（Bungai

は
花
、Jaraw
は
切
り
落
と
し
た
と
い
う
意
味
）
と
呼
び
、
当
地
で
お

よ
そ
半
世
紀
前
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
首
狩
り
や
部
族
間
の
戦
い
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
語
っ
て
い
ま
す
。
大
変
興
味

深
い
の
は
、
ブ
ン
ガ
イ
ジ
ャ
ラ
ウ
が
戦
い
に
際
し
て
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
例
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え
ば
自
分
の
村
が
危
険
に
晒
さ
れ
た
時
ブ
ン

ガ
イ
ジ
ャ
ラ
ウ
を
味
方
の
村
々
に
逓
送
し
て

援
助
を
求
め
た
り
、
ま
た
は
戦
い
を
挑
む
際

に
ブ
ン
ガ
イ
ジ
ャ
ラ
ウ
を
「
果
た
し
状
」
の

よ
う
に
用
い
る
な
ど
の
伝
承
が
あ
り
ま
し

た
。
ま
た
、
村
の
境
に
立
て
た
防
御
柵
に
削

り
か
け
を
施
し
た
り
、
兵
士
の
装
飾
や
儀
礼

の
際
に
用
い
た
り
、
あ
る
い
は
焼
き
討
ち
の

際
の
焚
き
つ
け
と
し
て
も
用
い
た
と
言
い
ま

す
。

　

と
こ
ろ
で
、
同
じ
形
状
を
し
た
木
製
品
は

儀
礼
的
用
途
だ
け
で
な
く
、
実
用
的
用
途
に

も
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。例
え
ば
森
の
中
で
、

四
片
の
削
り
を
入
れ
た
棒
を
傾
け
て
立
て
て

お
く
と
、
後
に
そ
こ
を
通
っ
た
人
が
「
四
人

の
人
が
削
り
か
け
を
傾
け
た
方
向
に
向
か
っ

て
進
ん
だ
」
と
い
う
情
報
を
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
る
シ
ル
シ
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
火

5-12 5-11

図5-11ブラワンのシュパラオッ　客人を歓迎するために立てる。長いもので全長２m弱。
長い削り片を持つものは削りが垂れ下がるよう必ず斜めに立てる（ムル村）

図 5-12 カヤンのパングフット　焼畑作業の合間に刈り払った木で作り、船着場に立てて
おく。形状は個人の自由で 1段のもの、3段のもの等ある（ロングパナヤ村）



　第五章　世界に広がるイナウ状木製品

90

を
つ
け
る
際
の
焚
き
付
け
と
し
て
も
、
ご
く
一
般
的
に
削
り
か
け
状
の
木
製
品
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
た
だ
し
先

ほ
ど
紹
介
し
た
イ
バ
ン
の
場
合
で
は
、
日
常
で
焚
き
つ
け
に
使
う
削
り
か
け
と
ブ
ン
ガ
イ
ジ
ャ
ラ
ウ
は
厳
密
に
区
別
さ

れ
て
い
た
と
い
い
、
ブ
ン
ガ
イ
ジ
ャ
ラ
ウ
を
焚
き
つ
け
と
し
て
用
い
る
の
は
村
の
焼
き
討
ち
の
時
に
限
ら
れ
て
い
た
と

い
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
同
じ
形
と
機
能
を
持
つ
木
製
品
が
、
実
用
に
も
、
象
徴
的
・
呪
術
的
用
途
に
も
用
い
ら
れ

た
と
い
う
の
は
大
変
興
味
深
い
こ
と
で
す
。

　

日
本
列
島
に
お
け
る
削
り
か
け
は
こ
れ
ま
で
、
神
の
依
り
代
と
し
て
、
あ
る
い
は
イ
ナ
ウ
と
い
う
聖
な
る
道
具
と
し

て
、
あ
た
か
も
生
ま
れ
な
が
ら
に
聖
性
を
帯
び
て
い
る
か
よ
う
に
語
ら
れ
る
の
が
常
で
し
た
が
、
こ
の
よ
う
に
、
生
業

に
基
づ
く
実
際
的
な
技
術
、
あ
る
い
は
ひ
と
つ
の
型
と
し
て
の
造
形
が
、
あ
る
部
分
で
削
り
か
け
に
転
用
さ
れ
た
可
能

性
は
当
然
想
定
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
少
な
く
と
も
、
削
り
か
け
の
技
術
が
他
の
様
々
な
生
業
技
術
か
ら
独
立
し
て
あ
る

の
で
は
な
く
、
日
々
の
営
み
の
な
か
に
お
い
て
培
わ
れ
て
き
た
実
用
的
か
つ
生
活
に
不
可
欠
な
技
術
に
よ
っ
て
支
え
ら

れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
す
。
そ
れ
は
ま
た
、
聖
性
が
い
か
に
し
て
発
生
す
る
の
か
を
考
え
る
上
で
も
、
ひ
と
つ
の
重

要
な
ヒ
ン
ト
と
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

南
方
に
広
が
る
削
り
か
け
状
木
製
品
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
体
系
的
な
研
究
の
蓄
積
が
な
く
、
そ
の
全
体
像
は
ま
だ

ま
っ
た
く
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
今
後
追
究
し
て
い
く
べ
き
課
題
は
数
多
く
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
日
本
列
島
の
中

に
閉
じ
ら
れ
て
き
た
削
り
か
け
習
俗
に
関
す
る
調
査
・
議
論
を
東
ア
ジ
ア
に
ま
で
広
げ
る
こ
と
で
、
そ
こ
か
ら
列
島
の

文
化
を
照
射
し
て
い
く
こ
と
も
可
能
に
な
る
と
考
え
て
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
今
石
み
ぎ
わ
）
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以
降
の
ロ
シ
ア
・
日
本
に
よ
る
政
策
以
前
は
ト
ゥ
ン
グ
ー
ス
諸
語
に

属
す
る
ウ
イ
ル
タ
語
を
母
語
と
し
、
ト
ナ
カ
イ
飼
育
と
狩
猟
、
漁
労
、

採
集
な
ど
を
組
み
合
わ
せ
た
生
業
ス
タ
イ
ル
を
採
っ
て
き
た
。
ア
イ

ヌ
語
の
イ
ナ
ウ
は
ウ
イ
ル
タ
語
の
イ
ッ
ラ
ウ
を
語
源
と
す
る
と
さ

れ
、
宗
教
の
上
で
ア
イ
ヌ
と
共
通
す
る
習
俗
を
持
つ
が
、
よ
り
シ
ャ

マ
ニ
ズ
ム
に
特
化
し
て
い
る
。
か
つ
て
は
オ
ロ
ッ
コ
と
い
う
他
称
が

民
族
名
と
さ
れ
た
が
、
現
在
で
は
自
称
で
あ
る
ウ
イ
ル
タ
が
民
族
名

と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
日
本
領
時
代
に
オ
タ
ス
と
い
う
集
落
に
集

住
さ
せ
ら
れ
た
人
々
の
一
部
が
、
戦
後
北
海
道
へ
移
住
し
た
。

◎ 

カ
ム
イ
ノ
ミ　

神
事
。
月
の
満
ち
欠
け
や
、
季
節
的
な
生
業
の

転
換
期
な
ど
生
活
の
節
目
、
仕
事
の
前
後
な
ど
に
行
わ
れ
る
。
個
人

で
行
う
も
の
、
家
族
や
集
落
単
位
で
行
う
も
の
、
改
ま
っ
た
道
具
立

て
や
式
次
第
な
ど
儀
礼
と
し
て
明
確
な
形
を
持
つ
も
の
も
あ
れ
ば
、

仕
事
の
前
後
に
言
葉
を
唱
え
る
だ
け
な
ど
、様
々
な
ケ
ー
ス
が
あ
る
。

ま
じ
な
い
を
唱
え
る
こ
と
も
、
極
め
て
簡
易
な
神
事
だ
と
言
え
る
。

家
族
や
集
落
単
位
の
大
き
な
神
事
は
、
格
式
の
高
い
イ
ナ
ウ
を
作
る

機
会
と
も
な
る
。
比
較
的
大
き
な
規
模
で
行
わ
れ
る
神
事
は
、
春
と

秋
に
行
わ
れ
る
大
祭
、
霊
送
り
、
新
築
祝
い
、
結
婚
式
な
ど
で
あ
る
。

◎ 

神
界　

神
々
の
暮
ら
す
世
界
。
ア
イ
ヌ
文
化
に
お
け
る
世
界
の

イ
メ
ー
ジ
に
は
、「
天
界
・
地
上
・
地
下
（
冥
界
）」
と
い
っ
た
垂
直

構
造
と
「
海
上
他
界
・
山
上
他
界
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
混
在
し
て
い
る
。

創
世
神
話
で
は
、神
々
は
天
か
ら
降
下
し
た
、あ
る
い
は
天
か
ら
下
っ

た
創
造
神
に
生
み
出
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。そ
の
一
方
、霊
送
り
に
よ
っ

て
送
り
出
さ
れ
る
霊
魂
の
行
き
先
は
、
陸
上
な
ら
水
源
の
霊
山
、
海

獣
な
ら
沖
の
彼
方
と
さ
れ
る
。
両
者
を
折
衷
し
て
、
天
か
ら
降
り
た

神
々
が
、
高
山
や
沖
に
地
上
で
の
「
神
域
」
を
作
っ
て
い
る
と
す
る

考
え
も
あ
る
。

◎ 

祖
霊
祭　

人
間
は
死
後
、
生
前
の
記
憶
と
姿
を
保
っ
た
ま
ま
、

他
界
へ
移
動
し
て
生
活
す
る
と
さ
れ
る
。
人
間
の
他
界
は
、
神
界
と

同
じ
く
複
数
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、
地
下
と
も
天
と
も
西
方
と
も
い

わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
死
後
の
生
活
は
、
子
孫
か
ら
送
ら
れ
る

食
糧
そ
の
他
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
る
と
さ
れ
、
定
期
的
に
祖
霊
祭

を
行
う
こ
と
が
子
孫
の
つ
と
め
で
あ
る
。
祖
霊
祭
に
も
神
酒
や
イ
ナ

ウ
を
捧
げ
る
が
、
酒
は
水
で
薄
め
、
イ
ナ
ウ
は
簡
素
化
す
る
、
祭
壇

ま
で
の
移
動
路
も
神
祭
り
と
は
逆
に
す
る
な
ど
、
種
々
の
点
で
神
祭

り
と
の
差
異
化
が
は
か
ら
れ
る
。

◎ 

ト
ゥ
ス
（
巫
術
・
シ
ャ
マ
ン
儀
礼
）　

ア
イ
ヌ
語
で
は
シ
ャ
マ
ン

儀
礼
を
ト
ゥ
ス
と
呼
ぶ
。
ト
ゥ
ス
を
行
う
者
は
、
生
ま
れ
つ
き
強
い

守
護
神
に
守
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
霊
威
に
よ
っ
て
儀
礼
を
行
う
、
い

わ
ば
「
先
天
的
な
霊
能
者
」
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
憑
依
型
の
儀
礼
で

あ
り
、
守
護
神
が
好
む
と
さ
れ
る
音
、
歌
謡
、
イ
ソ
ツ
ツ
ジ
な
ど
を

燃
や
し
た
煙
に
よ
っ
て
ト
ラ
ン
ス
状
態
に
入
る
。
樺
太
で
は
太
鼓
を
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用
い
、
託
宣
が
出
た
あ
と
に
は
、
イ
ナ
ウ
で
参
列
者
を
祓
う
。
な
お
、

ト
ゥ
ス
を
す
る
者
自
身
は
託
宣
を
覚
え
て
い
な
い
。
ま
た
、
通
常
と

は
異
な
る
言
葉
で
託
宣
を
述
べ
る
た
め
、
補
助
者
が
側
に
つ
い
て
、

託
宣
の
内
容
を
参
列
者
に
伝
え
る
。

◎ 

ニ
ヴ
フ
民
族　

樺
太
島
北
部
お
よ
び
ア
ム
ー
ル
川
河
口
域
の
先

住
民
族
。
近
代
以
降
の
ロ
シ
ア
・
日
本
に
よ
る
政
策
以
前
は
ニ
ヴ
フ

語
を
母
語
と
し
、
狩
猟
・
漁
労
と
採
集
を
組
み
合
わ
せ
た
生
業
ス
タ

イ
ル
を
採
っ
て
き
た
。
ア
イ
ヌ
と
も
歴
史
的
に
深
く
関
わ
っ
て
き
た

も
の
の
、
ア
イ
ヌ
語
を
ふ
く
め
、
周
囲
に
ニ
ヴ
フ
語
と
系
統
関
係
が

認
め
ら
れ
る
言
語
は
な
く
、
大
き
く
ア
ム
ー
ル
方
言
（
ア
ム
ー
ル
流

域
・
樺
太
島
西
海
岸
）
と
サ
ハ
リ
ン
方
言
（
樺
太
島
東
海
岸
・
ト
ゥ

ミ
川
流
域
）
に
分
か
れ
る
。
ま
た
、
ア
イ
ヌ
と
北
方
諸
民
族
の
仲
介

と
し
て
、
活
発
な
交
易
活
動
を
行
っ
て
き
た
。
か
つ
て
は
ギ
リ
ャ
ー

ク
と
い
う
他
称
が
民
族
名
と
さ
れ
た
が
、
現
在
で
は
自
称
で
あ
る

ニ
ヴ
フ
が
民
族
名
と
な
っ
て
い
る
。
現
在
の
人
口
は
五
一
六
二
人

（
二
〇
〇
二
年
）。
な
お
、
日
本
領
時
代
に
オ
タ
ス
と
い
う
集
落
に
集

住
さ
せ
ら
れ
た
人
々
の
一
部
が
、
戦
後
北
海
道
へ
移
住
し
た
。

◎ 

火
の
神　

家
の
中
心
に
囲
炉
裏
を
設
置
し
、
そ
こ
に
燃
え
る
火

を
神
格
化
し
た
神
。
神
界
か
ら
地
上
に
降
下
し
た
神
々
全
体
を
統
括

す
る
と
さ
れ
、
神
で
あ
り
な
が
ら
人
間
の
前
に
立
っ
て
他
の
神
々
と

の
仲
介
に
あ
た
る
な
ど
、
ア
イ
ヌ
の
世
界
観
に
お
い
て
特
殊
な
位
置

を
占
め
て
い
る
。
そ
の
姿
は
、
樺
太
か
ら
北
海
道
西
部
に
か
け
て
は

黄
金
に
輝
く
小
袖
を
ま
と
っ
た
老
婆
と
さ
れ
、十
勝
地
方
か
ら
釧
路
・

北
見
・
上
川
地
方
に
か
け
て
の
北
海
道
東
北
部
で
は
男
女
の
神
だ
と

さ
れ
る
。
太
陽
神
と
の
関
わ
り
が
言
及
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

◎ 

霊
魂　

ア
イ
ヌ
語
で
は
ラ
マ
ッ
（ram

at

）。「
事
物
は
実
体
と

霊
魂
の
二
つ
か
ら
な
る
」
と
す
る
考
え
に
立
ち
、
身
体
に
活
力
を
与

え
、
生
命
活
動
の
根
源
と
な
る
も
の
。
な
お
、
合
成
語
の
中
で
の
ラ

マ
ッ
は
、
善
悪
や
知
的
活
動
に
深
く
関
わ
る
力
、
あ
る
い
は
狩
猟
や

言
語
運
用
の
た
め
の
能
力
・
意
欲
な
ど
、
よ
り
限
定
的
な
意
味
を
持

つ
こ
と
も
あ
る
。

◎ 

霊
送
り　

肉
体
を
ま
と
っ
て
人
間
の
元
を
訪
れ
た
動
植
物
や
器

具
な
ど
の
諸
神
に
対
し
、
そ
の
霊
魂
を
本
来
の
世
界
へ
送
り
出
す
行

為
全
般
。
改
ま
っ
た
道
具
立
て
や
式
次
第
な
ど
、
儀
礼
と
し
て
明
確

な
形
を
持
つ
も
の
も
あ
れ
ば
、
骨
な
ど
を
種
ご
と
に
分
け
て
廃
棄
す

る
こ
と
や
、
植
物
採
取
の
前
後
に
言
葉
を
か
け
る
だ
け
な
ど
、
様
々

な
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
対
象
が
動
物
で
あ
れ
ば
、
骨
、
と
く
に
頭
骨
が

重
視
さ
れ
る
。
送
ら
れ
た
霊
魂
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
宰
神
の
元
へ
赴

き
、
供
物
を
仲
間
に
分
配
し
、
ね
ぎ
ら
い
を
受
け
る
と
さ
れ
る
。

　

和
人
に
関
す
る
も
の

◎ 

小
正
月　

一
月
一
五
日
を
中
心
と
す
る
祀
り
の
期
間
を
、
一
月
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一
日
の
大
正
月
に
対
し
て
小
正
月
と
呼
ん
だ
。
こ
の
日
は
太
陽
太
陰

暦
（
い
わ
ゆ
る
旧
暦
）
に
お
い
て
は
満
月
に
あ
た
っ
て
お
り
、
月
の

満
ち
欠
け
を
基
準
と
し
た
年
は
じ
め
の
祝
い
は
大
正
月
よ
り
も
古
制

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
全
国
各
地
で
豊
産
を
願
う
行
事
、
火
祭
り
、

神
霊
の
来
訪
を
伴
う
儀
礼
な
ど
多
彩
な
習
俗
が
あ
り
、
一
年
の
う
ち

で
も
最
も
祀
り
が
集
中
す
る
時
期
で
も
あ
っ
た
。
小
正
月
の
名
称
は

必
ず
し
も
一
般
的
で
は
な
く
、
満
月
で
あ
る
こ
と
に
掛
け
て
、
長
野

か
ら
三
河
・
静
岡
の
遠
江
に
か
け
て
は
「
も
ち
い
」、
南
九
州
で
は

「
モ
ッ
ド
シ
・
モ
チ
ド
シ
（
望
年
）」
な
ど
と
呼
ん
だ
。
こ
の
ほ
か
に

も
「
お
百
姓
の
正
月
」「
若
年
」「
二
番
正
月
」「
花
正
月
」「
オ
ナ
ゴ

正
月
」な
ど
、人
々
は
様
々
な
思
い
を
こ
め
て
こ
れ
を
呼
び
、祝
っ
た
。

◎ 

サ
イ
ノ
カ
ミ　

賽
の
神
・
塞
の
神
。
道ど
う
そ
じ
ん

祖
神
、
ド
ウ
ロ
ク
神じ
ん

も

同
じ
神
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
村
境
や
峠
な
ど
に
祀
ら
れ
、
境
を

守
る
神
と
し
て
除
災
、
防
塞
な
ど
の
働
き
が
期
待
さ
れ
た
ほ
か
、
男

女
の
神
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
夫
婦
和
合
や

縁
結
び
の
神
様
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。
祭
日
は
決
ま
っ
て
い
な
い
こ

と
が
多
い
が
、
東
日
本
で
は
小
正
月
に
サ
イ
ノ
カ
ミ
関
連
の
祭
り
を

行
な
う
地
域
が
多
い
。

◎ 

修し
ゅ
し
ょ
う
え

正
会
・
修し
ゅ
に
え

二
会　

修
正
会
は
正
月
に
、
修
二
会
は
二
月
に
行

わ
れ
る
仏
教
法
会
。
年
の
は
じ
め
に
精
進
潔
斎
し
て
罪
や
穢
れ
を
祓

い
、
供
物
と
し
て
餅
や
造
花
を
飾
り
立
て
て
五
穀
豊
穣
や
一
年
の
安

寧
を
祈
願
す
る
行
事
で
、
民
間
の
行
事
が
仏
教
化
し
た
も
の
と
も
言

わ
れ
る
。
除
災
を
願
う
鬼
追
い
な
ど
の
行
事
が
付
随
す
る
こ
と
も
あ

る
。
ま
た
修
正
会
に
源
流
を
持
つ
と
も
さ
れ
る
オ
コ
ナ
イ
は
西
日
本

の
各
地
、
特
に
滋
賀
県
を
中
心
に
見
ら
れ
る
新
年
の
行
事
で
、
こ
こ

で
も
造
花
な
ど
が
飾
ら
れ
る
。

◎ 

ツ
ク
リ
モ
ノ
・
モ
ノ
ツ
ク
リ　

小
正
月
行
事
に
用
い
る
た
め
に

作
ら
れ
る
様
々
な
造
形
物
を
総
称
し
て
ツ
ク
リ
モ
ノ
、
そ
の
作
る
行

為
を
モ
ノ
ツ
ク
リ
と
呼
ぶ
。
農
作
物
や
農
道
具
を
模
し
た
造
形
物
な

ど
豊
作
を
願
う
行
事
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
粟
や
稗
の
穂
を

模
し
た
ア
ワ
ボ
ヒ
エ
ボ
、
花
を
模
し
た
削
り
か
け
、
木
に
小
さ
な
団

子
を
た
く
さ
ん
つ
け
て
実
が
た
わ
わ
に
実
っ
た
様
を
表
わ
し
た
団
子

木
、
マ
ユ
ダ
マ
、
モ
チ
花
と
呼
ば
れ
る
も
の
、
小
正
月
の
粥
を
か
き

混
ぜ
る
た
め
の
粥
か
き
棒
、
儀
礼
的
に
用
い
る
箸
、
鍬く

わ

や
臼
、
杵
な

ど
農
道
具
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
が
代
表
的
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
木
や
藁
な

ど
手
近
な
材
料
を
使
っ
て
各
家
庭
で
作
ら
れ
、
小
正
月
の
間
中
、
神

棚
や
床
の
間
、
座
敷
、
ま
た
出
入
り
口
や
屋
内
外
の
要
所
な
ど
、
各

所
に
飾
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。そ
の
造
形
も
地
域
に
よ
っ
て
多
様
で
、

例
え
ば
ア
ワ
ボ
ヒ
エ
ボ
は
、
竹
の
先
を
い
く
つ
か
に
割
り
、
そ
こ
に

樹
皮
を
剥
い
だ
棒
（
粟
穂
）
と
樹
皮
が
つ
い
た
ま
ま
の
棒
（
稗
穂
）

を
い
く
つ
も
つ
け
る
と
い
っ
た
形
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
東
北

地
方
な
ど
で
は
藁
束
に
小
さ
な
餅
を
た
く
さ
ん
つ
け
た
ア
ワ
ボ
ヒ
エ
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ボ
も
み
ら
れ
る
。

◎ 
鳥
追
い　

小
正
月
の
鳥
追
い
は
関
東
か
ら
信
州
、
東
北
地
方
に

か
け
て
み
ら
れ
る
行
事
で
、
お
も
に
子
ど
も
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
行

わ
れ
て
い
る
。「
夕
鳥
ほ
ー
い
ほ
い
、
朝
鳥
ほ
ー
い
ほ
い
」
な
ど
の

鳥
追
い
唄
を
歌
い
、
棒
な
ど
を
使
っ
て
大
き
な
音
を
た
て
な
が
ら
庭

や
家
々
を
ま
わ
る
も
の
が
多
い
。

◎ 

執と

り
物も

の　

採
物
と
も
。
神
事
に
お
い
て
、
神
を
招
く
た
め
に
手

に
持
つ
も
の
の
総
称
で
、
榊
、
扇
、
剣
、
杖
な
ど
。
神
を
招
い
た
後

は
こ
の
執
り
物
に
神
が
宿
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
依
り
代
と
し
て

の
機
能
も
持
た
さ
れ
た
。

◎ 

成な
り
き木

責せ

め　

全
国
的
に
み
ら
れ
る
小
正
月
の
行
事
で
、
ナ
レ
ナ

レ
、
木
脅
し
な
ど
と
も
呼
ば
れ
た
。
地
域
ご
と
に
細
か
な
差
異
は
あ

る
が
、「
な
る
か
な
ら
ぬ
か
、
な
ら
ね
ば
伐
る
ぞ
」
な
ど
と
言
い
な

が
ら
祝
い
棒
や
ナ
タ
な
ど
で
柿
や
梨
な
ど
の
果
樹
の
幹
を
傷
つ
け

る
。
地
域
に
よ
っ
て
は
、木
の
裏
に
隠
れ
た
別
の
人
が
「
な
り
ま
す
、

な
り
ま
す
」
な
ど
と
木
の
言
葉
を
代
弁
し
た
。
こ
れ
は
果
樹
を
脅
し

て
秋
の
豊
作
を
約
束
さ
せ
る
呪
術
的
行
事
で
あ
る
が
、
幹
を
傷
つ
け

る
こ
と
で
木
の
生
長
を
と
ど
め
、
栄
養
が
実
に
行
き
わ
た
る
よ
う
に

す
る
実
質
的
な
意
義
も
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

◎ 「
花
と
イ
ナ
ウ
」　

柳
田
國
男
の
一
九
五
三
年
の
論
文
。『
神
樹
篇
』

に
収
め
ら
れ
た
こ
の
論
文
の
中
で
、
柳
田
は
様
々
な
樹
木
に
関
わ
る

信
仰
を
読
み
解
き
、
そ
の
背
景
に
、
天
然
の
樹
木
が
依
り
代
と
な
っ

て
神
霊
が
降
臨
す
る
と
い
う
信
仰
を
見
い
だ
し
た
。
削
り
か
け
も
そ

う
し
た
依
り
代
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
う
し
た
信
仰

の
在
り
方
が
ア
イ
ヌ
民
族
に
は
な
い
と
し
た
う
え
で
、「
た
と
え
削

り
掛
け
の
形
の
み
は
よ
く
似
て
い
て
も
、
両
者
系
統
を
異
に
す
る
も

の
だ
と
、
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
場
合
が
あ
る
よ
う
に
思
う
」
と
し

た
。
そ
し
て
「
二
つ
の
種
族
に
お
け
る
一
つ
の
習
俗
」
は
「
偶
発
し

得
る
」
と
し
て
、
暗
に
両
者
の
連
続
性
を
否
定
し
た
。
こ
の
論
文
以

降
、
本
格
的
な
イ
ナ
ウ
と
削
り
か
け
の
比
較
研
究
は
展
開
さ
れ
て
い

な
い
。

◎ 

予よ
し
ゅ
く祝

行
事　

年
の
は
じ
め
に
、
そ
の
年
の
豊
穣
を
願
っ
て
行
わ

れ
る
儀
礼
の
総
称
で
、
そ
の
年
に
行
う
予
定
の
作
業
や
行
為
の
過
程

を
あ
ら
か
じ
め
模
擬
的
に
行
な
う
も
の
。
中
で
も
農
作
に
関
す
る
も

の
が
多
く
、
花
や
穂
、
実
が
実
っ
た
姿
を
か
た
ど
っ
た
木
製
品
を
飾

る
、
田
植
え
や
草
取
り
の
所
作
を
儀
礼
的
に
行
な
う
、
畑
を
荒
ら
す

害
獣
や
害
鳥
を
子
ど
も
た
ち
が
儀
礼
的
に
追
い
払
う
な
ど
、
様
々
な

行
事
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
子
ど
も
（
多
く
の
場
合
、
男
児
）
の
懐
妊

を
願
っ
て
男
性
器
を
模
し
た
祝
い
棒
な
ど
で
新
し
く
家
に
き
た
お
嫁

さ
ん
の
お
尻
を
突
く
嫁
叩
き
の
行
事
、
樹
木
の
幹
を
叩
い
て
実
が
な

る
こ
と
を
約
束
さ
せ
る
成
木
責
め
の
行
事
な
ど
も
、
予
祝
行
事
の
ひ

と
つ
で
あ
る
。
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◎ 

嫁
叩
き　

九
州
か
ら
東
北
ま
で
全
国
各
地
で
み
ら
れ
た
小
正
月

の
行
事
で
、
子
ど
も
や
青
年
が
新
婚
の
嫁
の
家
を
ま
わ
り
、
嫁
の
お

尻
な
ど
を
祝
い
棒
等
で
儀
礼
的
に
叩
い
た
り
突
い
た
り
し
て
、
家
人

か
ら
餅
や
お
菓
子
を
貰
う
と
い
う
も
の
。
地
域
に
よ
っ
て
ハ
ラ
メ
ウ

チ
、
コ
ッ
パ
ラ
メ
、
ダ
イ
ノ
コ
（
大
の
子
小
の
子
と
い
う
唱
え
文
句

の
転
化
か
）、
オ
カ
タ
ブ
チ
な
ど
と
呼
ば
れ
る
。
懐
妊
を
願
っ
た
行

事
と
さ
れ
、
祝
い
棒
が
男
根
を
模
し
て
い
る
地
域
も
多
い
。
た
だ
し

嫁
だ
け
で
な
く
、
長
押
や
大
黒
柱
、
船
な
ど
も
併
せ
て
叩
く
宮
城
県

沿
岸
部
な
ど
の
例
も
あ
り
、
そ
の
家
の
一
年
の
繁
栄
を
祝
う
側
面
も

持
た
さ
れ
て
い
る
。

◎ 

依よ

り
代し

ろ

　
神
が
降
臨
す
る
た
め
の
目
印
と
さ
れ
る
も
の
。
そ
の

背
景
に
は
、神
は
常
に
そ
こ
に
い
る
の
で
は
な
く
、祀
り
の
時
に
限
っ

て
迎
え
る
も
の
だ
と
い
う
観
念
が
あ
る
。
岩
や
山
、
樹
木
、
ま
た
祭

り
の
山
車
（
屋
台
車
）
や
神み

こ
し輿

な
ど
も
依
り
代
と
考
え
ら
れ
た
。

◎ 

和
人　

日
本
列
島
の
中
で
日
本
語
を
母
語
と
す
る
人
々
の
う
ち
、

ア
イ
ヌ
や
琉
球
を
除
く
人
々
を
指
す
言
葉
。「
ア
イ
ヌ
と
和
人
」
と

い
う
よ
う
に
両
者
を
対
置
さ
せ
る
場
合
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
。
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