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リ
グ
・
、
ヴ
ェ
ー
ダ

「
一
切
神
讃
歌
」

の
神
観
念

藤

井

正

人

分
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
と
し
て
、

リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
の
讃
歌
は
、
後
の
ア
ヌ
ク
ラ
マ
ニ
|
(
「
目
録
」
)
に
よ
っ
て
、
対
象
と
な
っ
た
神
格
に
応
じ
て
種
々
の
讃
歌
群
に

(
1
)
 

「〈

-
U
2
0
2与
に
捧
げ
ら
れ
た
も
の

(
〈
伊

-ugpg)」
と
い
う
名
称
の
も
と
に
分
類
さ

れ
た
一
連
の
讃
歌
が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
「
一
切
神
讃
歌
」
で
あ
る
。
た
だ
、
イ
ン
ド
ラ
讃
歌
が
イ
ン
ド
ラ
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
る

よ
う
に
、

一
切
神
讃
歌
が
ぐ
応

42
ロ
2
u
r
(以
下
〈
ロ
と
略
す
)
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
。
〈
ロ
の
言
及
が

一
切
神
讃
歌
に
特
に
多
い
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
そ
れ
の
言
及
が
全
く
な
い
一
切
神
讃
歌
が
少
な
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ヤ

l
ス
カ
は

ニ
ル
ク
タ
の
中
で
、

(
2
)
 

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
ブ
リ
ハ
ッ
ド
・
デ
|
ヴ
ァ
タ

l
の
作
者
は
、

「
多
神
格
に
捧
げ
ら
れ
た
も
の
は
何
で
あ
れ
、
そ
れ
は

『
〈
ロ
に
捧
げ
ら
れ
た
も
の
』
の
代
わ
り
に
用
い
ら
れ
る
」

「
そ
の
中
に
多
く
の
神
格
の
結
合
が
見
ら
れ
る
マ
ン
ト
ラ
(
祭
文
)

を
、
ャ

l
ス
カ
と
シ
ャ

i
ン
デ
ィ
リ
ア
の
両
学
匠
は
、
『
〈
ロ
に
捧
げ
ら
れ
た
も
の
』
と
言
う
。
行
で
あ
れ
、
半
詩
節
で
あ
れ
、
詩
節
で(

3
)
 

あ
れ
、
讃
歌
で
あ
れ
、
多
神
格
に
捧
げ
ら
れ
た
も
の
は
す
べ
て
、
『
〈
ロ
に
捧
げ
ら
れ
た
も
の
』
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
る
。

ア
ヌ
ク
ラ
マ
ニ

l
の
分
類
が
こ
う
し
た
解
釈
を
踏
ま
え
て
な
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
「
一
切
神
讃
歌
」
と
し
て
分
類
さ
れ
た
諸
讃
歌
が
、

何
よ
り
も
「
多
神
格
に
捧
げ
ら
れ
た
も
の
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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一
切
神
讃
歌
は
、
多
く
の
神
々
に
対
す
る
呼
び
か
け
や
祈
願
の
集
ま
り
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
讃
歌
で
あ
る
。

一
詩
節
に
一
神
格
ず

つ
を
配
す
る
規
則
的
な
も
の
、

一
詩
節
の
中
に
多
数
の
神
名
を
は
め
込
ん
だ
も
の
、

さ
ら
に
は
讃
歌
全
体
が
ほ
と
ん
ど
神
名
の
羅
列
か

ら
な
っ
て
い
る
も
の
ま
で
様
々
な
形
が
あ
る
が
、
こ
の
多
く
の
神
名
を
列
挙
す
る
傾
向
は
、

一
切
神
讃
歌
の
主
要
な
特
徴
と
な
っ
て
い

る。

L
・
ル
ヌ

l
は
、
こ
の
神
名
列
挙
の
特
徴
か
ら
一
切
神
讃
歌
の
成
立
に
つ
い
て
、

「
一
切
神
文
学
の
こ
う
し
た
面
は
す
べ
て
、
短
い

連
」
晴
、
列
挙
の
リ
ス
ト
|
|
祭
儀
書
中
の
そ
こ
こ
こ
に
保
存
さ
れ
て
い
る
ニ
ヴ
ィ
ッ
ド
(
連
梼
句
)
に
比
べ
ら
れ
る
ー
ー
か
ら
生
じ
た

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
要
素
が
時
が
た
つ
に
つ
れ
て
、
完
全
な
讃
歌
を
形
成
す
る
よ
う
に
増
幅
さ
れ
、
連
接
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
考

(
4
)
 

え
ら
れ
る
」
と
推
測
し
て
い
る
。
一
切
神
讃
歌
が
有
名
祭
官
族
の
家
集
に
集
中
し
て
い
る
事
実
も
、
そ
の
成
立
の
基
礎
に
連
鵡
句
の
蓄

積
を
考
え
る
こ
の
説
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
讃
歌
の
材
料
と
し
て
連
樽
句
は
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
た
の
か
。
次
に
あ
げ
る
二
つ
の
例
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
一
つ
の

示
唆
を
与
え
る
。

神
々
の
幸
多
き
好
意
は
、
行
い
正
し
き
者
た
ち
に
属
す
る
。
神
々
の
賜
物
は
我
ら
の
方
へ
回
り
来
た
れ
。
我
ら
は
神
々
の
友
情

を
求
め
得
た
。
神
々
は
我
ら
の
寿
命
を
延
ば
せ
、

〔
我
ら
が
よ
り
長
く
〕
生
き
る
た
め
に
。

我
ら
は
古
来
の
ニ
ヴ
ィ
ッ
ド
(
連
樟
句
)
に
よ
っ
て
彼
ら
を
呼
ぶ
、
パ
ガ
、
ミ
ト
ラ
、

ア
デ
ィ
テ
ィ
、
過
つ
こ
と
な
き
ゃ
タ
ク
シ

ャ
、
ア
リ
ア
マ
ン
、
ヴ
ァ
ル
ナ
、

ソ

l
マ
、
両
ア
シ
ユ
ヴ
ィ
ン
を
。
幸
運
を
も
た
ら
す
サ
ラ
ス
ヴ
ァ
テ
ィ
ー
が
我
ら
に
安
楽
を
授

け
ん
こ
と
を
。

(
同
〈

]「∞。

N
1
ω
)
 

こ
の
讃
歌
が
歌
い
出
さ
れ
る
以
前
に
、
「
パ
ガ
」
に
始
ま
る
神
名
の
列
挙
が
連
樽
句
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
「
古
来
の
(
百
円
〈
世
)
L

と
い
う
語
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
連
樟
句
が
、
前
半
の

「
神
々

(

門

戸

2
E
)」
へ
の
祈
願
を
う
け
て
、
各
神
格
へ
の
呼
び
か
け



と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

両
ア
シ
ユ
ヴ
ィ
ン
を
〔
讃
辞
の
〕
先
頭
に
置
け
、
因
富
山
〔
を
得
ん
が
〕
た
め
に
。
プ

l
シ
ャ
ン
を
先
頭
に
〔
置
け
〕
。
彼
ら
は
本

来
強
力
だ
か
ら
。
敵
意
な
き
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
、
ヴ
ァ

l
夕、

リ
ブ
ク
シ
ャ
ン
が
|
|
、
願
わ
く
は
、
わ
れ
が
神
々
を
わ
が
方
へ
向
け

ん
こ
と
を
、
好
意
〔
を
得
ん
が
〕
た
め
に
。

(

門

戸

〈

同
-
一
戸
∞
⑦
唱
]
戸

C
)

リグ・ヴェーダ戸一切神讃歌」の神観念

こ
の
詩
節
は
、
ル
ヌ
ー
に
よ
っ
て
一
切
神
讃
歌
の
成
立
に
関
す
る
彼
の
説
の
証
拠
と
し
て
、
あ
げ
ら
れ
た
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
第

パ

l
ダ

↑

、

ダ

三
行
の
短
い
列
挙
が
主
格
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
そ
れ
を
う
け
る
最
後
の
行
の
「
神
々
」
は
目
的
格
(
門

H
2
3
)
に
な
っ
て
い

(5) 

る
。
ル
ヌ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
破
格
の
列
挙
は
、
文
脈
に
合
わ
し
き
れ
ず
に
残
っ
た
古
い
連
鵡
句
の
断
片
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ

に
お
い
て
も
、
先
の
例
と
同
様
、
そ
う
し
た
古
い
連
帯
句
は
「
神
々
」
と
い
う
語
に
対
応
す
る
よ
う
に
は
め
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

(
7
)
 

一
切
神
讃
歌
に
多
く
見
い
出
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

と
い
う
語
の
前
後
に
神
名
列
挙
が
現
れ
る
例
は
、

一
切
神
讃
歌

ト

7
に

「
神
々
」

の
核
に
な
る
部
分
は
、
連
樽
句
の
単
な
る
集
積
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
「
神
々
」
と
い
う
対
応
語
を
介
し
て
文
脈
内
に
取
り

込
む
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
と
言
え
よ
う
。

「
不
死
に
な
る
も
の
た
ち

(gMご
岱
)
L

神
々
は
母
品
ゲ
以
外
に
、

「
祭
る
に
ふ
さ
わ
し
き
も
の
た
ち
(
立
言
可
忠
二
」

「
ヴ
ァ
ス

た
ち
(
〈
伊
国
伊
〈
与
)
」
等
の
語
に
よ
っ
て
も
一
不
さ
れ
る
。
以
下
の
例
で
は
、
こ
れ
ら
の
語
は
い
ず
れ
も
神
名
列
挙
に
対
応
し
て
い
る
。

パ
ガ
の
神
、
富
の

〔
賦
与
者
)

ア
ン
シ
ャ
、
財
宝
を
取
得
す
る
ヴ
リ
ト
ラ
の

リ
フ
ク

〔
殺
害
者
〕
イ
ン
ド
ラ
、

サ
ヴ
ィ
ト
リ
、

シ
ャ
ン
、
ヴ
ァ

l
ジ
ャ
、
お
よ
び
プ
ラ
ン
デ
ィ
は
、

我
ら
に
恩
恵
を
与
え
よ
、
力
強
き
不
死
な
る
も
の
た
ち
は
。
(
同
〈
-
u
-
A
H
N
・

印

)

ト

タ

リ
ブ
ク
シ
ャ
ン
、

〔
祭
儀

サ
ヴ
ィ
ト
リ
、
駿
馬
を
鼓
舞
す
る
ア
パ

i
ム
・
ナ
パ

l
ト
は
、

〔
我
ら
の
〕
詩
想
と

51 

の
〕
勤
め
に
満
足
し
た
。
我
は
汝
ら
の
た
め
に
、
祭
る
に
ふ
さ
わ
し
き
も
の
た
ち
ょ
、
こ
れ
ら
の
捧
げ
ら
れ
た

〔
こ
と
ば
〕
を
望
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む
O
i
-
-
・(門戸〈・

N

・
ω]了
。

ロ

叶

戸

)

〔
も
し
、
汝
ら
の
今
の
友
情
が
な
い
な
ら
ば
〕
、
我
ら
は
汝
ら
の
未
来
の
〔
友
情
〕
に
よ
っ
て
、
一
体
何
を
な
さ
ん
、
ヴ
ァ
ス
た
ち
ょ
、

昔
の
友
情
に
よ
っ
て
何
を
〔
な
さ
ん
〕
。
ミ
ト
ラ
・
ヴ
ア
ル
ナ
、

安
寧
を
授
け
た
ま
え
。
(
岡
山
〈
-
N
・
N
F
ω
)

ア
デ
ィ
テ
ィ
、
イ
ン
ド
ラ
・
マ
ル
卜
た
ち
ょ
、

汝
ら
は
我
ら
に

」
の
よ
う
に
、

「
神
々
L

は
一
切
神
讃
歌
の
要
と
な
る
語
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
讃
歌
全
体
の
構
成
の
上
で
、
冒
頭
や
結
末
の
詩

(
8
)
 

へ
の
祈
願
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、

一
切
神
讃
歌
の
よ
う
な
、
神
々
へ

節
が
し
ば
し
ば
「
神
々
」

の
祈
願
を
内
容
の
中
心
と
す
る
讃
歌
に
あ
っ
て
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
神
々
へ
の
祈
願
と
は
、

A
の
神
格
に

a
を
祈
願
し
、

B 
の

神
格
に

b
を
祈
願
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
神
々
全
体
の
人
間
に
対
す
る
思
恵
を
願
っ
て
、
個
々
の
神
格
が
呼
び
求
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ

る
か
ら
。
例
え
ば
、

「
イ
ン
ド
ラ
よ
、
:
:
:
神
々
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
聖
句
を
〔
授
け
よ
〕
。
祭
ら
れ
る
べ
き
神
々
の
好
意
を
〔
授
け

よ〕」

(
ω
-
b
w
品
)
の
一
節
は
、
神
々
と
個
神
と
の
関
係
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
ま
た
七
・
三
五
の
讃
歌
で
は
、

各
神
格
は

印
戸
口
戸

(
幸
い
)
と
い
う
語
に
よ
っ
て
同
じ
祈
願
を
う
け
、
最
後
の
詩
節
で
「
神
々
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
神
々
全
体
の
恩
恵

を
求
め
る
人
間
の
願
い
は
、
次
の
よ
う
に
歌
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
家
畜
に
富
む
子
孫
の
た
め
に
、
神
々
よ
、
死
す
べ
き
も
の

(
人
間
)
は
汝
ら
を
得
ん
と
す
る
。
神
々
よ
、
死
す

べ
き
も
の
は
汝
ら
を
得
ん
と
す
る
。

(
H
N

ぐ・

印
-
K
H
H
-

一
口
胆
ゲ
の
)

と
こ
ろ
で
、
営
〈
伊
の
複
数
形
で
あ
る
仏

2
与
は
、
厳
密
に
は
総
称
的
な
「
神
々
し
で
は
な
く
、
複
数
性
を
表
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
。
そ
の
語
自
体
に
は
「
神
々
」
ほ
ど
の
包
括
性
は
な
い
。
リ
ブ
三
神
の
よ
う
な
少
数
の
神
を
さ
す
こ
と
も
あ
れ
ば
、
神
名
列
挙
を
ま

と
め
る
時
の
よ
う
に
神
々
の
全
体
を
表
す
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
宕
品
「
の
欠
点
を
補
う
た
め
に
、

一
切
神
讃
歌
で
は
神
々
全
体
を
表
す



様
々
な
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。

(
「
す
べ
て
の
神
々
」
)
が
第
一
に
あ
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
ほ

一
切
神
讃
歌
に
そ
の
名
を
与
え
た
〈
ロ

(
9
)
 

「
各
々
の
神
(
(
目
。
〈
広
巾
〈
胆
)
」
、
「
神
の
一
族
(
含
守
三
』
V
Z
σ
)」
ま
た
は
「
天
の
一
族
(
(
四
日
〈

1

T】
与
)
」
(
冶
)
通
常
は
「
全

ア
l
リ
ア
人
」
を
表
す
が
、
神
々
全
体
の
意
味
に
転
用
さ
れ
て
い
る
「
五
種
族
(
匂
宮
の
伊
]
吉
川
子
)
」
な
ど
が
あ
る
。

か
に
は
、

神
々
全
体
が
い
く
つ
か
の
集
団
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
な
か
で
も
、

ア
l
デ
ィ
テ
ィ
ア
・
ル
ド
ラ
・
ヴ
ァ
ス
の
三
神
群

に
よ
る
表
現
が
特
に
注
目
さ
れ
る
。
例
え
ば
、

リグ・ヴェーダ「一切神讃歌」の神観念

我
ら
人
聞
は
汝
ら
の
た
め
に
、
神
々
の
招
待
の

ア
ー
デ
ィ
テ
ィ

〔
準
備
を
〕

し
よ
う
。
我
ら
の
祭
杷
を
正
し
く
前
方
ヘ
導
け
。

ル
ド
ラ
た
ち
、
惜
し
み
な
く
与
え
る
ヴ
ァ
ス
た
ち
ょ
、
唱
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
こ
れ
ら
の
聖
句
を
活
気
づ
け
よ
。

(ロ)

H
0

・。
?

H

N

)

(

閉

山

〈

ア
た
た
え

な
に
ゆ
え
こ
れ
ら
の
三
神
群
が
神
々
を
包
括
す
る
も
の
と
し
て
選
ば
れ
た
の
か
。

G
-
デ
ユ
メ
ジ
ル
の
三
機
能
説
か
ら
の
興
味
深
い

(
日
)

解
釈
は
し
ば
ら
く
お
く
と
し
て
も
、
各
神
群
を
そ
れ
ぞ
れ
天
・
空
・
地
の
三
界
に
対
応
さ
せ
て
い
る
七
・
一
二
五
・
一
四
の
例
か
ら
、
三

神
群
に
よ
る
神
々
の
包
括
が
三
界
観
と
関
連
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
後
に
詳
説
す
る
よ
う
に
、

(
U
)
 

三
神
群
を
〈
り
の
下
位
区
分
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
、

「
天
・
空
・
地
の
神
々
」
は
〈
巴

「
イ
ン
ド
ラ
が
イ
ン
ド
ラ
に
属
す

の
空
間
的
な
表
現
で
あ
る
か
ら
、

マ
ル
ト
た
ち
が
マ
ル
ト

〔
に
属
す
る
も
の
〕
た
ち
と
と
も
に
、

ア
デ
ィ
テ
ィ
が
ア

l
デ
ィ
テ
ィ
ア
た
ち
と
と

る
も
の
た
ち
と
と
も
に
、

も
に
、
我
ら
に
庇
護
を
与
え
ん
こ
と
を
」

(
]
「

]E、ア

N

丘
)
と
い
う
奇
妙
な
一
節
も
、
そ
れ
に
類
似
す
る
一

0
・
六
六
・
三
を
考

慮
す
れ
ば
、
こ
の
三
神
群
を
述
べ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
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「
三
十
二
一
L

と
い
う
数
に
よ
っ
て
神
々
を
総
括
す
る
工
夫
も
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
箇
所
は
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
全
体

(
日
)

で
十
あ
る
が
、
こ
の
内
の
三
つ
は
一
切
神
讃
歌
に
属
し
て
い
る
。
こ
の

さ
ら
に
、

「
三
十
二
一
」
と
い
う
数
は
、
個
々
の
神
格
を
数
え
上
げ
た
も
の
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で
は
な
く
|
|
神
々
の
個
数
は
三
十
三
よ
り
も
は
る
か
に
多
い
|
!
神
々
の
す
べ
て
を
数
に
よ
っ
て
尽
く
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

ル
ド
ラ
十
一
神
、

(
日
)

説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
も
先
の
三
神
群
が
現
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

「
三
十
二
一
L

は
後
の
ブ
ラ

l
フ
マ
ナ
で
は
、
ヴ
ァ
ス
八
神
、

ア
l
デ
ィ
テ
ィ
ア
十
二
神
、
そ
の
他
の
二
神
と

な
わ
、こ

の
よ
う
に
、
(
円
。
〈
酔
ゲ
を
補
完
す
る
た
め
に
、

一
切
神
讃
歌
に
お
い
て
は
神
々
を
包
括
す
る
種
々
の
表
現
が
と
ら
れ
て
い
る
。
神
名

列
挙
と
仏
巾
品
r
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の
包
括
表
現
に
よ
っ
て
、

て
い
く
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

一
切
神
讃
歌
は
祈
願
の
対
象
が
神
々
全
体
で
あ
る
こ
と
を
よ
り
明
瞭
に
し

一
切
神
讃
歌
を
理
解
す
る
上
で
の
〈
ロ
等
の
重
要
性
は
、
そ
れ
ら
が
多
く
の
文
脈
で
示
す
全
体
性
の

特
徴
に
あ
る
。
そ
の
文
脈
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

一
切
神
讃
歌
に
お
い
て
祈
願
さ
れ
る
神
々
が
、

い
か
な
る
視
点
か
ら
ま
と
め

ら
れ
て
い
る
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

一
切
神
讃
歌
は
神
々
へ
の
祈
願
を
内
容
の
中
心
と
し
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
こ
こ
で
い
う
祈
願
は
、
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
の
讃
歌
の
内

(
げ
)

容
に
つ
い
て
の
、
ブ
リ
ハ
ッ
ド
・
デ

l
ヴ
ァ
タ
!
の
二
分
法
「
讃
美
(
由
吉
江
)
」
と
「
祈
願
(
忠
目
的
)
」
を
う
け
た
も
の
で
、
神
々
の
思

恵
(
す
な
わ
ち
願
い
事
が
神
々
の
賜
物
と
し
て
実
現
す
る
こ
と
)
を
求
め
る
行
為
ま
た
は
こ
と
ば
を
さ
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
神
々
へ

の
祈
願
は
、
当
然
予
想
さ
れ
る
よ
う
に
、
祭
杷
の
場
で
行
わ
れ
、
あ
る
種
の
身
体
的
な
行
事
を
伴
っ
て
い
た
。
次
の
一
節
は
こ
の
状
況

を
伝
え
て
い
る
。
先
行
の
詩
節
の
〈
巴
や
神
名
列
挙
を
う
け
て
、
神
々
の
先
導
者
と
し
て
ア
グ
ニ
に
祈
願
し
て
言
う
、

カ
ン
ヴ
ァ
家
の
者
た
ち
は
、
思
恵
を
求
め
て
汝
(
ア
グ
ニ
)
に
祈
願
す
る
、
祭
儀
の
敷
草
を
刈
り
、
供
物
を
持
ち
、

〔
祭
儀
の

用
具
を
〕
整
え
る
彼
ら
は
。

(
同
〈

]
「
]
{
品
・

。1
) 



こ
れ
に
対
し
て
、
祭
杷
の
場
で
行
わ
れ
る
祈
願
の
行
為
は
、
祭
組
以
外
の
も
の
か
ら
区
別
さ
れ
て
い
る
。
六
・
五
二
の
一
切
神
讃
歌

は
、
次
の
よ
う
な
強
い
調
子
の
一
文
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

天
に
か
け
て
、
地
に
か
け
て
、
我
は
そ
れ
を
認
め
な
い
。
祭
杷
に
か
け
て
、
そ
し
て
こ
の

〔
祭
儀
の
〕
勤
め
に
か
け
て
、

れ
を
認
め
〕
な
い
。
揺
ぎ
な
き
山
々
が
彼
を
押
し
つ
ぶ
さ
ん
こ
と
を
。
極
端
な
祭
杷
を
行
う
者
が
う
ち
捨
て
ら
れ
ん
こ
と
を
。

そ

リグ・ヴ、ェーダ「一切神讃歌」の神麗陰

「
祭
杷
(
宮
古
P
T
と
「
祭
儀
の
勤
め

(
p
p
g
H
)
」
が
「
極
端
な
祭
杷
(
主
ぞ
旦
酔
)
」
と
対
立
し
て
い
る
。

杷
」
の
内
容
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
次
の
一
節
に
語
ら
れ
る
行
為
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

「
極
端
な
祭

こ
こ
で
は
、

(
魔
物
)
た
ち
に
心
を
向
け
る
者
を
、

よ神
つ々
での
蝶ひ招
き待
たに
おお
せい
。て

フ
ク
ン
ヤ

ス

マ
ル
ト
た
ち
ょ
、
車
輪
な
き

〔
汝
ら
の
馬
車
〕

〔
祭
儀
を
〕
勤
め
た
者
の
勤
め
を
非
難
せ
ん
と
す
る
者
が
、
空
し
き
望
み
を
い
だ
か
ん
こ
と
を
、

た

と
え
彼
自
身
〕
汗
を
か
い
て

〔
励
ん
だ
と
し
て
も
〕
。
(
同
〈
・

印
-
K
H
N
-
H
C
)

祈
願
が
祭
杷
に
含
ま
れ
る
か
否
か
は
、

(
国
)

「
神
々
の
招
待
(
門
問
。
〈
伊
〈
宮
)
」
と
い
う
点
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
の
点
を
離
れ
れ
ば
(
右
の

(ω) 

そ
れ
は
す
ぐ
さ
ま
祭
杷
な
ら
ざ
る
も
の
へ
と
堕
す
る
の
で
あ
る
。

例
で
は
「
ラ
ク
シ
ャ
ス
た
ち
に
心
を
向
け
る
」
と
い
う
)
、

神
々
へ
の
祈
願
が
祭
杷
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
祈
願
の
文
脈
の
中
に
、
祭
杷
の
場
を
表
す
種
々
の
表
現
が
見
い
出

さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
の
中
で
最
も
多
く
現
れ
る
の
は
、

「
こ
こ

(
F
V
)
」
と
い
う
ば
く
然
と
し
た
語
で
あ
る
。
サ

ー
ヤ
ナ
は
注
釈
の
中
で
、
ほ
と
ん
ど
常
に
こ
の
語
を
「
祭
杷
に
お
い
て
(
可
丘
町
。
)
」
に
置
き
換
え
て
い
る
。
ま
た
、
単
に
「
場
(
白
骨
円
四

gp)」

同
)
あ
る
い
は
「
天
則
の
場
」

「
父
祖
以
来
の
場
」

(∞
-

K

門
戸

H

)

と
も
言
わ
れ

(
吋
・

ω
A
Y

と
い
う
語
で
示
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

(
却
)

て
い
る
。
そ
の
ほ
か
「
祭
儀
の
敷
草

(
E岳
町
)
」
、
よ
り
明
瞭
な
「
祭
杷
の
場
(
〈
応
笠
宮
)
」
、

「
祭
壇
h

〈
P
E
)」
等
の
語
が
見
ら
れ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
祭
杷
に
関
連
し
て
特
筆
す
べ
き
は
、

〈
ロ
と
そ
れ
と
の
関
係
で
あ
る
。
〈
ロ
の
ほ
と
ん
ど
の
文
脈
は
祭
杷
へ
の
何
ら
か
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や
「
祭
ら
れ
る
べ
き
(
苫
言
々
日
)
」

(
幻
)

と
い
う
修
飾
語
を
う
け
、
〈
HUJ『
0
3
3
H
E
Y
-
i
U
2
3
3宏
子
お
よ
び
ヨ
宮
司
王
芝
生
と
い
う
代
用
表
現
す
ら
作
っ
て
い
る
。
ま

の
言
及
を
含
ん
で
い
る
。
例
え
ば
、

〈
巴
は
多
く
の
箇
所
で
「
祭
る
に
ふ
さ
わ
し
き
(
リ
忌
]
伊
丹

E
)」

た
「
祭
杷
に
お
い
て
祭
ら
れ
る
べ
き
も
の
た
ち
」

(
吋
・

ωφ

k
H
H
H
0

・
hvω

ω
)
や、

「
祭
ら
れ
る
べ
き
神
々
の
内
で
特
に
祭
ら
れ

る
べ
き
も
の
た
ち
」

(叶・

ω
F
E
)
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か

「
祭
儀
を
希
望
す
る
」

(ω
・
N
C噌

]

(

目

。

同

U
1

・
ω
。・

九
日
)
、

一寸

f共

犠
を
享
受
す
る
」

ω
w
m
w
)

、
「
祭
儀
を
見
通
す
」

(]5
・
。
?

「
祭
杷
を
生
み
出
す
」

(
目
。
・
。
デ

N

)

等
。
こ
の
〈
ロ

と
祭
杷
と
の
結
び
付
き
は
、
次
の
一
節
に
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
か
れ
た
祭
儀
の
敷
草
の
上
で
、
燃
え
た
つ
火
の
も
と
で
、
偉
大
な
讃
歌
と
拝
礼
に
よ
っ
て
、
我
は

〔
汝
ら
を
〕
得
ん
と
欲
す

る
。
こ
の
我
ら
の
祭
杷
の
場
に
て
、
今
日
、
祭
る
に
ふ
さ
わ
し
き
〈
巴
よ
、
供
物
に
喜
、
び
酔
い
た
ま
え
。

(
見
〈
・

。-U
N
-
-吋
)

祭
杷
は
人
間
と
神
々
の
接
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

〈
ロ
が
祭
杷
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
祭
杷
を
介
し
て
人
間
と
結

び
付
い
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

〈
ロ
に
固
有
の
エ
ピ
セ
ッ
ト
で
あ
る
「
マ
ヌ

(
人
間
)
に
と
っ
て
祭
る
に
ふ
さ
わ
し

てき
いも
る22の
。)た

ち

B 
伊、

口。
司

に〈
担、

~ 

門

担1
.::0-' 

L 

お
よ
び
「
マ
ヌ
に
よ
り
祭
ら
れ
る
べ
き
も
の
た
ち
(
ヨ
h50『
可

E
Rユ
「
)
」
に
よ
っ
て
示
さ
れ

こ
の
祭
肥
と
の
関
係
は
、
神
々
全
体
、
特
に
〈
巴
を
表
す
っ
三
十
一
二
の
神
々
し
に
も
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
。
後
に
取
り
上
げ
る
一

-
二
二
九
・
一
一
を
除
い
て
、
す
べ
て
の
用
例
か
ら
祭
杷
と
の
関
わ
り
を
示
す
文
脈
を
注
(
日
)
の
順
に
取
り
出
す
と
、

め

持
ち
、
歌
を
愛
で
る

「
赤
い
馬
を

〔
ア
グ
ニ
〕
よ
、
彼
ら
三
十
三
〔
の
神
々
〕
を
運
び
来
た
れ
」

(
H
-
K
F
F
 
N

)
、
「
祭
儀
の
敷
草
に
坐
っ
た
三
十

と
さ
ら
に
三
の
神
々
」

(∞
-

N

∞-

「
三
十
三
で
あ
り
、

マ
ヌ
に
よ
り
祭
ら
れ
る
べ
き
神
々
」
二
∞
・

ω。

N

)
、

「
ア
グ
ニ
よ
、
妻

を
伴
っ
た
三
十
三
の
神
々
を
運
び
来
た
れ
L

(ω
・
少
。
)
、

J

二
倍
の
十
一
の
神
々
と
と
も
に
、

」
こ
へ
蜜
酒
を
飲
む
た
め
に
来
た
れ
、



両
ア
シ
ュ
ヴ
ィ
ン
よ
」

(
]
「

ω
?
]己)、

「
三
倍
の
十
一
の
〈
ロ
と
こ
こ
に
で
、
両
ア
シ
ユ
ヴ
ィ
ン
よ
、

ソ
l
マ
を
飲
め
」
(
∞
・

ω
♂
ω
)
、

「
彼
(
ア
グ
一
ニ
が
三
倍
の
十

〔
の
神
々
〕
を
こ
こ
に
で
祭
ら
ん
こ
と
を
」

(∞・

ωタ

。)、

コ
二
倍
の
十
一
の
神
々
は
汝
ら
を
仰

ぎ
見
た
。
祭
杷
L
C

〔ソ

l
マ
の
〕
圧
搾
に
満
足
し
て
、
両
ア
シ
ュ
ヴ
ィ
ン
よ
、

「ソ

i
マ
・
パ
ヴ
ァ

ソ
i
マ
を
飲
め
」

(
∞
・
∞
ア

N

)
、

マ
l
ナ
よ
、
汝
の
秘
密
の
場
所
に
、

〔
住
す
る
〕
L

(

。・。
N
W

山
)
で
あ
る
。

三
倍
の
十
一
の
、

か
の
〈
巴
は

リグ・ヴェ ダ「一切神讃歌」の神観陰

一
切
神
讃
歌
に
お
い
て
は
、

一
つ
に
ま
と
め
ら
れ
た
神
々
全
体
の
呼
び
名
で
あ
る
。
そ
れ

〈
り
と
「
三
十
三
の
神
々
」
は
と
も
に
、

故
、
そ
れ
ら
が
祭
杷
と
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
は
、
祈
願
さ
れ
る
神
々
の
全
体
が
祭
肥
と
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ

で
は
、

ど
の
よ
う
に
祭
杷
と
関
連
し
て
い
る
の
か
。
こ
の
こ
と
は
、
神
々
の
世
界
が
一
切
神
讃
歌
で
い
か
に
語
ら
れ
て
い
る
か
を
検
討

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
る
。ニ

ル
ク
タ
や
ブ
リ
ハ
ッ
ド
・
デ

l
ヴ
ァ
タ

l
の
中
で
、

「
天
・
空
・
地
」
の
三
界
観
を
基
礎
に
整
理

リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
の
神
界
は
、

(
幻
)

・
統
一
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
リ
グ
・
、
ヴ
ェ
ー
ダ
に
お
い
て
は
、
個
々
の
神
格
が
三
界
に
分
類
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

い
く
つ

か
に
分
割
さ
れ
た
空
間
が
神
々
の
世
界
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
空
間
の
分
割
の
仕
方
に
も
、

「
天
・
空
・
地
し
の
ほ

か
に
種
々
の
類
型
が
見
い
出
さ
れ
る
。

「
天
・
地
」
、

「
天
・
地
・
水
」
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
い
く
つ
か
の
要
素
が
加
わ
っ
て
世
界
全
体
を

意
味
す
る
こ
と
も
あ
る
。

こ
れ
ら
の
神
界
の
諸
領
域
は
、
単
な
る
神
々
の
活
動
の
場
所
と
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
神
格
と
し
て
祈
願
の
対
象
と

57 

な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
っ
て
五
四
の
讃
歌
で
は
、
終
末
部
の
神
々
へ
の
祈
願
が
、
天
・
空
・
地
・
水
へ
の
呼
び
か
け
か
ら
始
ま
っ
て
い
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る
。
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

よ
き
導
き
を
も
っ
ァ

l
デ
ィ
テ
ィ
ア
た
ち
、

ル
ド
ラ
た
ち
、
ヴ
ァ
ス
た
ち
は
、
天
地
、
大
地
、
中
空
は
、
神
々
は
連
合
し
て
祭

(μ) 

∞) 

(
河
〈
・

ω
・∞・

杷
を
支
援
せ
よ
。
祭
儀
の
し
る
し
(
祭
柱
)
を
高
く
掲
げ
よ
。

第
一
行
の
三
神
群
は
、
前
述
の
よ
う
に
神
々
を
包
括
す
る
三
つ
の
集
団
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
三
神
群
と
第
二
行
の
天
・
空
・
地
に
よ

官

ダ

っ
て
、
神
界
の
全
体
が
表
さ
れ
て
い
る
。
第
三
行
は
こ
の
神
界
全
体
を
う
け
て
い
る
c

パ
J
ダ

に
特
徴
的
に
現
れ
る
語
で
あ
る
か
ら
、
第
三
行
の

「
連
合
し
て
(
印
£

0
2印
伊
ザ
)
」
は
〈
ロ
の
文
脈

「
神
々
は
連
合
し
て
」
は
〈
ロ
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

こ
の
一
節
は
、
二
一
神
群
・
三
界

1
〈
ロ
と
い
う
図
式
を
示
す
こ
と
に
な
り
、

三
神
群
が
三
界
に
関
連
し
、

〈
り
の
下
位
区
分
で
あ
る
と

い
う
先
の
推
定
の
、
今
一
つ
の
根
拠
と
な
ろ
う
。

右
の
図
式
が
〈
ロ
か
ら
三
界
へ
と
い
う
逆
の
方
向
へ
展
開
し
た
も
の
に
、

〈
ロ
の
空
間
配
分
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

〈
ロ
の
全
体
性
を

示
す
エ
ピ
セ
ッ
ト
の
一
つ
と
し
て
、
こ
れ
を
「
各
領
域
に
い
る
も
の
た
ち
」
に
弁
別
す
る
一
節
で
あ
る
。

一
切
神
讃
歌
に
は
こ
う
し
た

箇
所
が
八
つ
あ
る
。
ま
ず
「
天
・
地
・
水
」
に
よ
る
配
分
は
、

一
・
一
三
九
・
一
一
、
六
・
五
二
・

一
五
、
七
・
三
五
・
一
一
、

O 

六
五
・
九
の
四
例
に
み
ら
れ
る
。

一
0
・
六
三
・
二
で
は
「
天
し
が
「
ア
デ
ィ
テ
イ

(
無
限
)
」
と
い
う
語
で
示
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、

「
天
・
空
・
地
」
に
よ
る
配
分
は
六
・
五
二
・
一
三
で
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
箇
所
の
「
ア
グ
ニ
を
舌
と
す
る
も
の
た
ち
(
兵
コ
t
テ
〈
附
ゲ
)
」

ふ
み
、

「
地
に
れ
る
も
の
た
ち
」
の
代
わ
り
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
七
・
三
一
五
・
一
固
と
六
・
五

0
・

の

寸
牝
午
か
ら
生
ま
れ
た
も
の

た
ち
(
ぬ
か
」
伊
丹
岳
)
」
が
中
空
に
関
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
〈
ロ
を
「
天
・
空
・
地
」
と
「
天
・
空
・
地
・
水
」
に
分
け
て
い

ザ
令
。

各
領
域
に
配
分
さ
れ
た
も
の
た
ち
の
数
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。



神
々
よ
、
天
に
十
一
い
て
、
地
上
に
十
一
い
て
、
威
力
を
も
っ
て
水
中
に
十
一
住
む
神
々
よ
、
こ
の
供
物
を
享
受
し
た
ま
え
。

領
域

十
トー

神~
ず、‘ 6
つ
を戸
配)
す
る

の

節
は

(
問
〈
・

「
三
十
二
一
」
と
い
う
数
が
神
々
を
数
え
上
げ
た
も
の
で
な
い
こ
と
を
示
す
と
と
も

に
、
そ
れ
が
「
天
・
地
・
水
」
な
い
し
「
天
・
空
・
地
」
の
考
え
方
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
。

「
三
十
二
一
」
は
多
く
「

倍
の
十

(
同
ユ
ヨ
巾
百
円
Htrpf)」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
場
合
の

「
三
」
は
ま
さ
に
神
界
の
三
領
域
を
表
し
て
い
る
。

リグ・ヴェーダ「一切神讃歌」の神観念

こ
の
よ
う
に
一
切
神
讃
歌
に
お
い
て
は
、
神
界
は
〈
り
と
、
あ
る
い
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
が

コ
二
十
三
の
神
々
」
と
深
く
関
わ
っ
て

い
る
。
と
こ
ろ
で
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、

〈
り
や
「
一
二
十
三
の
神
々
」
は
多
く
祭
杷
に
関
連
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、

神
界
そ
の
も
の
も
一
切
神
讃
歌
で
は
、
人
間
の
世
界
か
ら
隔
絶
し
た
単
な
る
神
々
の
世
界
で
は
な
く
、
祭
杷
と
の
結
び
付
き
を
持
つ
世

界
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
次
の
一
節
は
そ
れ
を
示
唆
し
て
い
る
。

大
河
た
ち
ょ
、
一
二
倍
の
三
は
詩
人
た
ち
(
神
々
)
の
共
同
の
場
で
あ
り
、

の
場
に
お
け
る
統
王
で
あ
る
。
三
は
、
天
則
を
保
持
す
る
若
き
妻
、
水
の

さ
ら
に
三
人
の
母
を
持
つ
も
の

(
ア
グ
ニ
)
は
祭
杷

〔
女
神
〕
た
ち
で
あ
り
、

日
に
三
度
、
祭
杷
の
場
を
支

(閉山〈・

ω
・
ω
。・
C刀

、.../

配
す
る
。

(
部
)

「
三
倍
の
三
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
三
層
に
分
か
た
れ
る
神
界
の
三
領
域
を
表
し
て
い
る
。
「
共
同
の
場
(
印

E
Y
E
F
P
)」
は
、
∞
邑

Z

「
天
・
空
・
地
」
が
神
々
の
集
う
場
所
と
し
て
、

l
s
Z
に
基
づ
く
語
で
、

パ
!
ダ

第
二
行
以
下
の
「
祭
肥
の
場
」
に
対
応
す
る
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
神
界
と
祭
杷
と
の
関
連
は
、

「
共
に
集
ま
る
場
」
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

」
の
ほ
か
「
三
つ
の
祭
杷
の
場
(
可
{
三

59 

i
E
H
Y間
三
ど
と
い
う
語
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
て
い
る
。
祭
杷
の
行
わ
れ
る
場
所
を
一
般
的
に
表
す
〈
包

E
E
が
、
い
く
つ
か
の
箇
所
で

(
幻
)

神
界
の
領
域
の
意
味
に
転
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
祭
杷
に
集
ま
る
人
間
の
状
況
を
神
々
の
世
界
に
投
影
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
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と
こ
ろ
で
、

「
天
・
地
・
水
」
ま
た
は
「
天
・
空
・
地
」
の
内
、
大
地
は
あ
く
ま
で
も
人
間
の
世
界
で
あ
り
、
人
聞
が
祭
杷
を
行
う

場
所
で
あ
る
。
祭
杷
の
始
ま
り
を
告
げ
る
一
文
、

「
広
大
な
大
地
は
背
を
も
っ
て
拡
が
っ
た
。

〔
大
地
の
〕
広
き
表
面
の
上
で
、

f一一、
生又
又ゴミ

杷
の
〕
火
は
燃
え
上
が
っ
た
」

(
叶
・

ωデ

同
)
は
、
こ
れ
を
歌
っ
て
い
る
。
三
界
を
領
す
る
神
々
へ
の
呼
び
か
け
や
祈
願
は
、

'-

の

地
上
の
祭
杷
の
場
で
行
わ
れ
る
。

〈
ロ
よ
、
我
の
こ
の
呼
び
か
け
を
聞
け
、
中
空
に
い
る
も
の
た
ち
ょ
、
天
に
い
る
も
の
た
ち
ょ
、

ア
グ
ニ
(
祭
火
)
を
舌
と
す

る
も
の
た
ち
ょ
、
あ
る
い
は
ま
た
、
祭
る
に
ふ
さ
わ
し
き
も
の
た
ち
ょ
、
こ
の
祭
儀
の
敷
草
の
上
に
座
し
て
、
喜
び
酔
い
た
ま
え
。

(
同
〈
・

∞-
U
N
-
-
ω
)
 

そ
れ
故
、
神
界
は
祭
杷
の
場
を
包
む
世
界
だ
と
言
え
よ
う
。
神
々
は
、

「
〔
祭
杷
の
〕
場
の
至
る
所
か
ら
我
ら
の
呼
び
か
け
を
聞
け
」

(
]
「

]
{
N
N

・
。
)
、
「
至
る
所
か
ら
我
ら
の
も
と
へ
来
た
れ
」
(

H

・
∞F
H
)
と
祈
願
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
神
々
を
各
方

位
に
配
し
て
神
界
全
体
を
表
現
す
る
八
・
二
八
・
三
に
も
認
め
ら
れ
る
。
守
護
者
た
ち
(
向
。

E
f
)
と
し
て
祭
杷
を
取
り
囲
む
神
々
は
、

パ

ダ

最
後
の
行
で
、
〈
ロ
を
暗
示
す
る
定
型
句
「
全
一
族
を
伴
っ
て
(
印
可

g
E
ヨ
広
)
」
を
う
け
て
い
る
。

さ
ら
に
次
の
例
で
は
、

て
問
ロ
」

8
2
，A
-
稲
川
中

の
場
が
世
界
の
中
心
で
あ
る
と
い
う
言
明
す
ら
な
さ
れ
て
い
る
。

我
は
汝
に
問
う
、

祭
壇
で
あ
り
、
世
界
の
臓
は
こ
の
祭
杷
で
あ
る
。
:
:
:
(
問
〈
・

大
地
の
最
果
て
を
。

我
は
問
う
、

ほ
ぞ

世
界
の
瞬
(
中
心
)
の
あ
る
と
こ
ろ
を
。
:
:
:
大
地
の
最
果
て
は
こ
の

H

・
5
?
ω

九日

ω切
伊

σ
)

こ
の
よ
う
に
、

一
切
神
讃
歌
の
語
る
神
界
は
、
祈
願
の
行
わ
れ
る
場
(
祭
把
の
場
)
を
中
心
と
す
る

「
祭
杷
空
間
」
と
で
も
称
し
得

る
世
界
で
あ
る
。
祈
願
の
対
象
と
な
っ
た
神
々
は
、
こ
う
し
た
空
間
を
占
め
る
存
在
と
し
て
表
象
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
祭
杷
を
中

心
に
空
間
的
に
把
握
さ
れ
た
神
々
の
集
合
体
こ
そ
が
、

「
天
・
空
・
地
の
神
々
」
や
コ
二
十
三
一
の
神
々
」
と
言
わ
れ
る
〈
巴
の
内
容
で



ルめヲ
h
v
o

ア
i
デ
ィ
テ
ィ
ア
・
ル
ド
ラ
・
ヴ
ァ
ス
の
三
神
群
も
、

お
そ
ら
く
は
同
む
も
の
を
表
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
た
神
々
は
、
も
は
や
神
話
に
語
ら
れ
る
個
性
あ
る
諸
神
格
で
は
な
い
。
神
名
列
挙
に
典
型
的
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
ぺ
神
名
の
み
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
神
々
の
集
団
の
構
成
員
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
三
界
配
分
の
一
例
で
あ
る
一

0
・

〈
り
が
「
す
べ
て
の
名

(
i
z開

3
5官
一
)
」
と
い
う
語
で
表
さ
れ
、
そ
れ
が

(
却
)

祭
ら
れ
る
べ
き
も
の
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
を
示
唆
し
て
い
る
。
神
々
の
個
別
性
を
捨
象
す
る
こ
の
傾
向
は
、

六
三
了
二
で
、

「
拝
す
べ
き
も
の
・
称
賛
す
べ
き
も
の
・層

リグ・ヴ、ェーダ「一切神讃歌」の神観念

押
し
進
め
ら
れ
た
形
で
次
の
詩
節
に
現
れ
て
い
る
。

ヴ
ラ
タ

最
初
の
曙
光
が
輝
い
た
そ
の
時
に
、
偉
大
な
こ
と
ば
は
牝
牛
の
場
で
生
ま
れ
た
。
神
々
の
誓
約
を
堅
固
に
し
つ
つ

〔
我
は
宣
言

す
る
〕
、
|
!
神
々
の
ア
ス
ラ
の
力
(
恐
る
べ
き
神
力
)
は
偉
大
に
し
て
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。

マ

ダ

最
後
の
行
は
、
当
讃
歌
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
全
詩
節
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
個
々
の
神
格
の
特
性
を
離
れ
た
、

(
同
〈
・

ω・
ωω
・

ド・4

) 

「
神
々
」
そ
の
も

の
の
偉
力
(
伊
田
己
円
旦
〈
伊
)
を
、
唯
一
絶
対
な
も
の
と
し
て
讃
え
る
こ
の
一
節
は
、

(
初
)

つ
も
の
で
あ
る
。

一
切
神
讃
歌
に
お
け
る
神
々
の
記
述
の
項
点
に
立

四

以
上
論
ピ
て
来
た
よ
う
に
、
神
々
の
全
体
へ
の
呼
び
か
け
や
祈
願
を
主
主
内
容
と
す
る
一
切
神
讃
歌
に
お
い
て
、
神
々
は
、
祭
杷
の
場

を
中
心
と
し
た
空
間
を
占
め
る
集
団
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

一
切
神
讃
歌
に
そ
の
名
を
与
え
た
〈
ロ
(
「
す
べ
て
の
神
々
」
)
は
、
こ

の
よ
う
に
空
間
的
に
把
握
さ
れ
た
神
々
の
全
体
で
あ
る
。
神
々
の
集
ま
る
空
間
が

「
天
・
空
・
地
」
等
に
分
割
さ
れ
て
い
る
の
で
、

〈

り

は
「
天
・
空
・
地
の
神
々
」
あ
る
い
は
各
界
十
一
神
、
ず
つ
の

「
三
十
三
の
神
々
」
と
も
一
言
わ
れ
て
い
る
。

61 

と
こ
ろ
で
、
個
々
の
神
格
の
個
別
性
を
越
え
て
、
神
々
を
統
一
体
と
し
て
捉
え
る
一
切
神
讃
歌
の
神
観
念
は
、
神
々
を
緋
ベ
る
一
者
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へ
の
思
弁
を
展
開
す
る
、
リ
グ
・
、
ヴ
ェ
ー
ダ
第
一

O
巻
の
そ
れ
ヘ
通
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
事
実
、

「
唯
一
の
も
の
」
に
対
す

る
幾
分
ま
と
ま
っ
た
思
弁
が
、
す
で
に
一
切
神
讃
歌
三
・
五
四
・
五
九
に
見
い
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
最
後
に
引
用
し
た
詩

叶
即
の

「
唯
一
の
ア
ス
ラ
の
力
」
に
も
、

一
者
に
対
す
る
思
弁
の
萌
芽
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
切
神
讃
歌
の
リ
グ
・
、
ヴ
ェ
ー
ダ
に

わ
け
る
重
要
性
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。

注(
1
)
 
「
す
べ
て
の
神
々
」
を
意
味
す
る
が
、

mmヨ
丘
酔
(
以
下
戸
〈
・
)
で
は
術
語
的
な
価
値
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
∞

E
7
5
2胆
等
で
は
一
つ

の
神
群
と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
従
来
「
一
切
神
」
等
の
固
有
名
詞
で
置
き
換
え
ら
れ
て
来
た
。

(
2
)
Z町
c
r
g
Hド

hH0・

(
3
)
∞
吋
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戸
伊
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E
g
d
s
N
-
一
E
N
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・
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∞
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印
・
彼
は
そ

の
証
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し
I

て
、
統
語
上
の
枠
と
一
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い
省
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破
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文
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挙
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存
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あ
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い
る
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口
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r
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F
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Z
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可
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m
w

中
の
〈
ロ
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の

Eiι
を
さ
し
て
い
る
と
述
べ
る
が
、
〈
ロ
へ
の

Z
J
t
の
内
容
を
検
討
す
れ
ば
、
そ
れ
が
一
切
神
讃
歌
以

前
に
存
在
し
た
と
は
考
え
が
た
い
。

(
6
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閉
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開
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H
V
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「
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H
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・
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