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紹
　
介

信
多
純

一
著

『
祈
り
の
文
化
　
―
大
津
絵
模
様

。
絵
馬
模
様
―
』

川
　
崎
　
剛
　
志

本
書
は
、
「
関
西
で
も
知
る
人
ぞ
知
る
絵
画
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
」
大
津

絵
の
魅
力
と
真
価
を
、
二
百
七
十
に
も
及
ぶ
図
版
と
と
も
に
縦
横
に
論
じ
た

研
究
書
で
あ
り
、
啓
蒙
書
で
も
あ
る
。

本
書
の
著
者
で
あ
る
信
多
先
生
は
、
大
津
絵
の
魅
力
を
こ
う
語
ら
れ
る
。

「
一
見
し
て
瓢
逸
な
こ
れ
ら
大
津
絵
、
実
は
こ
の
裏
に
は
重
要
な
深
い
意
味

を
も

つ
も
の
で
あ

っ
て
、
興
味
深
い
お
も
し
ろ
い
も
の
で
も
あ
る
の
だ
。
そ

れ
を
読
み
と
く
と
日
本
人
の
心
の
ひ
だ
に
分
け
入
る
こ
と
が
で
き
る
民
画
な

の
で
あ
る
」
（
は
じ
め
に
）
。

ま
た
、
ご
自
身
の
研
究
を
振
り
返

っ
て
、
「
け
い
せ
い
反
魂
香
』
の
作
品

成
立
に
つ
い
て
論
文
を
書
く
こ
と
に
な
り
、
大
津
絵
師
又
平
や
大
津
絵
画
題
、

そ
し
て
作
品
全
般
に
大
津
絵
を
近
松
が
散
り
ば
め
て
作
文
し
て
い
る
こ
と
な

ど
を
知
り
、
大
津
絵
の
画
題
に
興
味
を
持
ち
は
じ
め
る
」
（
Ｉ
大
津
絵
）
と

も
述
べ
ら
れ
る
。

そ
の
論
文
は

「
『
傾
城
反
魂
香
』
試
論
」
２

九
七
五
）
で
あ
り
、
後

に

『近
松
の
世
界
』
２

九
九

一
）
に
収
載
さ
れ
た
。
「
傾
城
反
魂
香
』
試
論
」

の
う
ち

「
四
　
作
品
上

の
諸
問
題
」
は

「
そ
の
１
　
吃
又
の
位
置
づ
け
」

「
そ
の
２
　
大
津
絵
模
様
」
か
ら
成

っ
て
お
り
、
本
書
の
副
題
の
半
分
が
三

十
年
以
上
前
か
ら
用
意
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
。
本
書
は
こ
の

「大
津
絵

模
様
」
を

「
絵
馬
模
様
」
と
重
ね
見
る
こ
と
に
よ
り
、
大
津
絵

の
本
質
が

「
祈
り
の
文
化
」
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

以
下
、
本
書
の
構
成
に
し
た
が

っ
て
、
そ
の
内
容
を
み
て
い
く
。

「
Ｉ
　
大
津
絵
」
で
は
、
大
津
絵
の
制
作

・
販
売
の
場
、
大
津
絵
の
起
源
、

作
品
の
時
代
判
定
等
に
関
す
る
先
行
の
研
究
を
整
理
、
批
判
し
た
上
で
、
こ

れ
ら
根
本
的
な
問
題
が
行
き
詰

っ
た
現
在
に
お
い
て
、
「
大
津
絵
と
は
な
に

か
を
、
各
作
品
そ
の
も
の
か
ら
知
る
こ
と
が
も

っ
と
も
大
切
で
あ
る
」
と
述

べ
ら
れ
る
。

「
Ⅱ
　
藤
娘
の
ル
ー
ツ
」
で
は
、
「祈
り
の
心
を
も

っ
て
神
仏
に
奉
納
さ
れ

る
」
絵
馬
と
の
関
連
に
注
目
じ
、　
一
見
、
世
俗
画

・
風
俗
画
と
見
え
る
大
津

絵
藤
娘
図
の
ル
ー
ツ
が
、
信
仰
の
絵
画
の
画
題
、
す
な
わ
ち
格
を
か
た
げ
た

愛
宕
参
り
女
人
図
で
あ
る
こ
と
を
解
き
明
か
さ
れ
る
。

「
Ⅲ
　
絵
馬
」
で
は
、
「
民
衆

の
祈
り
の
心
が
、
端
的
に
見

て
と
れ
る
絵

馬
」
と
大
津
絵
の
画
題
が
、
両
者
深
く
絡
み
合
い
な
が
ら
展
開
、
変
化
す
る

相
を
作
品
に
そ

っ
て
説
明
さ
れ
る
。

「
Ⅳ
　
大
津
絵
の
種
類
」
で
は
、
ま
ず
、
大
津
絵
に
描
か
れ
た
仏
画
、
信

仰
年
中
行
事
、
神
像

・
福
神

・
高
僧
、
鳥
獣
類
の
作
品
を
順
次
取
り
上
げ
て
、

そ
れ
ら
が
絵
馬

・
仏
画

・
五
月
職
等
と
密
接
に
関
連
す
る
こ
と
を
示
し
、
大

津
絵
が

「祈
り
の
画
」
で
あ
る
こ
と
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
次
に
、
諺
題

の
作
品
を
取
り
上
げ
て
、
「
教
訓
性
を
こ
め
た
世
間
智
の
世
界
」
が
戯
画
性

を
帯
び
て
展
開
す
る
面
に
も
注
目
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
前
掲

「
『
傾
城
反

魂
香
』
試
論
」
に
お
い
て
、
信
多
先
生
は
、
同
曲
の
諺
の
多
用
の
背
後
に
諺

題
の
大
津
絵
の
世
界
が
あ
り
、
近
松
が
そ
れ
を
強
く
意
識
し
て
作
文
し
た
こ

と
を
、
看
破
さ
れ
て
い
る
。



「
Ｖ
　
大
津
絵
の
時
世
粧
」
で
は
、
近
世
初
頭
、
京
都
の
有
名
社
寺

で
大

絵
馬
堂
が
建
立
さ
れ
、
そ
こ
に
遊
女
や
歌
舞
伎
若
衆
な
ど
、
時
世
を
映
し
た

絵
馬
が
奉
納
さ
れ
た
こ
と
、
そ
の
画
題
が
大
津
絵
に
も
採
り
入
れ
ら
れ
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
、
風
俗
画
が
次
第
に
大
津
絵
画
題
の
多
く
を
占
め
て
い
く

主
因
を
そ
こ
に
求
め
ら
れ
る
。

「
Ⅵ
　
飾
る
時
空
」
で
は
、
「
こ
の
多
彩
な
大
津
絵
は
、　
一
体
家
々
で
ど
う

い
う
か
た
ち
で
祭
ら
れ
、
あ
る
い
は
鑑
賞
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
問
い

か
け
、
「
仏
壇
」
「床

の
間
」
「
壁
」
「
吊
り
床
」
「
屏
風
」
等
、
庶
民
の
生
活

空
間
に
飾
ら
れ
た
こ
と
を
、
文
献
に
基
づ
い
て
明
か
に
さ
れ
る
。
ま
た

「
護

符
」
と
し
て
求
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ

っ
た
と
述
べ
ら
れ
る
。

「
Ⅶ
　
大
津
絵
愉
楽
」
で
は
、
柳
宗
光
氏
の
名
著

『
初
期
　
大
津
絵
』
を

高
く
評
価
し
、
そ
の
論
旨
を
紹
介
し
た
上
で
、
大
津
絵
の
形
質
の
具
体
的
特

色
に
迫
る
。
続
く

「
Ⅷ
　
大
津
絵
の
文
化
相
」
で
も
、
や
は
り
柳
宗
光
氏
の
、

徳
川
期
の
平
民
文
化
が
大
津
絵
の
背
景
に
あ
る
と
の
指
摘
を
踏
ま
え
て
、
文

学
と
関
連
す
る
事
柄
に
つ
い
て
具
体
的
に
考
察
さ
れ
る
。
信
多
先
生
の
筆
は

あ
く
ま
で
も
穏
や
か
だ
が
、
大
津
絵
の
背
景
に
は
文
学
や
芸
能
に
対
す
る
深

い
造
詣
と
遊
び
心
が
あ
り
、
「大
津
絵
の
持

つ
瓢
逸
さ
は
多
く
の
文
人
画
家

の
感
興
を
誘
う
」

レ
ベ
ル
に
あ

っ
た
と
述
べ
ら
れ
た
と
こ
ろ
な
ど
は
、
柳
氏

の
い
う

「
平
民
文
化
」
の
枠
を
超
え
て
い
る
。

最
後
に
信
多
先
生
は
、
大
津
絵
の
、
「庶
民
の
祈
り
の
具
」
か
ら

「
時
世

粧
、
今
様
姿
」

へ
の
展
開
を
確
認
し
、
そ
れ
は

「浮
世
絵
の
発
生
展
開
と
も

少
し
く
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
軌
を

一
に
し
て
い
た
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

「大
津
絵
模
様
は
絵
馬
模
様
と
重
な
り
、
そ
し
て
ま
た
人
模
様
を
も
確
か
に

映
し
出
す
も
の
で
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
」
（お
わ
り
に
）
と
結
ば
れ
る
。

以
上
、
本
書
は
大
津
絵
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
人
々
の
生
の
諸
相
を
等
身
大
に

捉
え
、
そ
の
ま
ま
そ
れ
が
日
本
の
文
化
の
基
底
と
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
を
提

示
す
る
。
く
り
か
え
し
と
な
る
が
、
「旅
人
た
ち
の
手
頃
な
土
産
と
し
て
、

ま
た
馬
子
で
も
僧
に
布
施

で
き
る
低
廉
な
価
格

で
売
ら
れ
」
、
人
々
の
生
活

空
間
の
片
隅
を
占
め
、
暦
に
し
た
が
い
、
ま
た
臨
時
に
祈
り
の
具
と
さ
れ
た

大
津
絵
の
あ
り
よ
う
に
即
し
て
、
そ
の
魅
力
と
真
価
を
説
か
れ
た
と
こ
ろ
に
、

本
書
の
魅
力
と
凄
味
が
あ
る
。

信
多
先
生
は
ま
た
、
近
松
の
眼
に
映

っ
た
大
津
絵
の
姿
を
も
鮮
明
に
捉
え

て
お
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
憶
測
す
る
が
、
本
書
の
性
格
上
、
そ
う
し
た

発
言
は
控
え
て
お
ら
れ
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
当
時
の
時
空
を
着
実
に

捉
え
た
上
で
、
超
越
し
た
個
の
才
能
と
対
峙
、
対
話
し
、
そ
の
核
心
に
肉
薄

す
る
、
『
に
せ
物
語
絵
』
２

九
九
五
）
に
代
表
さ
れ
る
ご
論
考
と
、
本
書
は

表
裏
の
関
係
を
な
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
信
多
先
生
は
仏
教
版
画
の

収
集
家
で
も
あ
り
、
「特
別
陳
列
　
庶
民
の
祈
り
　
志
水
文
庫
　
江
戸
時
代

の
仏
教

・
神
道
版
画
」
（奈
良
県
立
美
術
館
、
二
〇
〇
八
）
が
、
拝
観
者
の

眼
を
驚
か
せ
、
楽
し
ま
せ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。

時
を
超
え
て
、
近
松
、
西
鶴
、
馬
琴
ら
と
対
話
し
、
彼
ら
の
才
に
肉
迫
す

る
、
信
多
先
生
の
研
究
の
裾
野
に
広
が
る
、
庶
民
の
祈
り
と
遊
び
に
対
す
る

き
め
細
や
か
で
、
温
か
な
眼
差
し
を
、
改
め
て
学
ぶ
機
会
を
得
た
。

（思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
九
年
六
月
、　
一
七
六
頁
、
三
六
七
五
円
）

（か
わ
さ
き

。
つ
よ
し
　
就
実
大
学
教
授
）


