
済
州
島
民
俗
の
比
較
研
究
│
蛇
の
信
仰
・
春
祭
・
石
の
塔
│

伊

藤

好

英

一
、
は
じ
め
に

済
州
島
は
日
本
に
お
け
る
沖
縄
と
同
様
に
、
そ
の
地
理
的
環
境
か
ら
、
長
い

歴
史
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
方
角
か
ら
流
入
し
た
古
層
の
民
俗
を
多
く
保
存
し
て

き
た
。
本
発
表
で
は
、
そ
の
う
ち
神
話
や
神
に
関
連
し
た
民
俗
を
い
く
つ
か
選

ん
で
他
の
地
域
の
そ
れ
と
比
較
し
て
み
た
い
。

取
り
上
げ
る
済
州
島
の
民
俗
は
、
①

チ
ル
ソ
ン
︵ch

ilseo
n
g

七
星
︶
ポ
ン

プ
リ
︵p

o
n

-pu
li

本
解
︶
と
蛇
の
信
仰

②

春
祭
と
し
て
の
ヨ
ン
ド
ウ

ン
ク
ッ

︵y
eo
n
g
d
eu
n
g

-ku
t

︶
③

同
じ
く
春
祭
と
し
て
の
立
春
ク
ッ

④

防
邪
用
塔
・

コ
ウ
ク

テ
︵k

eo
u
k
te

︶
な
ど
と
呼
ば
れ
る
石
積
み
の
塔
で
あ
る
。
た
だ
し
こ

れ
ら
の
各
民
俗
の
全
体
像
を
扱
う
余
裕
は
今
は
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ

れ
ら
の
民
俗
の
性
格
を
考
え
る
の
に
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
部
分
的
な
事
項
に
焦

点
を
あ
て
て
、
そ
れ
ら
を
日
本
を
主
と
し
た
ア
ジ
ア
の
他
の
地
域
の
習
俗
と
比

較
し
て
考
察
し
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。
考
察
の
出
発
点
と
す
る
﹁
部
分
的
な
事

項
﹂
を
あ
ら
か
じ
め
提
示
し
て
お
く
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

①

蛇
の
信
仰
│
パ
ッ
チ
ル
ソ
ン
︵p

at

-ch
ilseo

n
g

外
七
星
︶
と
ア
ン
チ

ル
ソ
ン
︵an

-ch
ilseo

n
g

内
七
星
︶

②

ヨ
ン
ド
ウ

ン
ク
ッ
│
﹃
東
国
輿
地
勝
覧
﹄﹃
東
国
歳
時
記
﹄
に
見
え

る
﹁
然
燈
﹂
の
記
録

③

立
春
ク
ッ
︵k

u
t

︶
│
木
牛
を
牽
く
行
事

④

コ
ウ
ク

テ
│
境
界
の
祭
壇

二
、
パ
ッ
チ
ル

ソ
ン
︵
外
七
星
︶
と
ア
ン
チ
ル

ソ
ン
︵
内
七
星
︶

パ
ッ
チ
ル

ソ
ン
と
ア
ン
チ
ル

ソ
ン
は
、
済
州
島
の
家
庭
で
庭
と
屋
内
に
祀
ら

れ
て
い
る
神
で
、
﹁
チ
ル
ソ
ン
︵
七
星
︶
ポ
ン
プ
リ
﹂
は
こ
の
二
神
の
来
歴
を

解
い
た
物
語
で
あ
る
。
神
話
の
概
略
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

む
か
し
、
チ
ャ
ン
ナ
ラ
︵
張
国
︶
チ
ャ
ン
ソ
ル
ョ
ン
︵
張
雪
竜
︶
の
娘
が

僧
侶
の
子
を
孕
み
、
石
函
に
入
れ
ら
れ
て
流
さ
れ
、
済
州
島
の
北
済
州
郡

朝
天
面
咸
徳
里
の
海
岸
に
漂
着
し
た
。
海
に
出
た
海
女
た
ち
が
こ
れ
を
発

見
し
、
石
函
を
開
け
て
み
る
と
蛇
が
八
匹
出
て
く
る
。
娘
が
七
匹
の
蛇
を

生
み
、
自
身
も
蛇
に
変
身
し
た
の
で
あ
る
。
海
女
た
ち
は
こ
の
蛇
を
チ
ョ

− 11 −



サ
ン
︵
祖
上
＝
守
護
神
︶
と
し
て
祀
っ
て
、
金
持
ち
に
な
っ
た
の
で
あ
る

が
、
後
に
蛇
神
は
済
州
市
七
星
洞
の
宋
氏
の
家
に
移
し
、
宋
氏
の
家
を
繁

盛
さ
せ
、
最
後
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
司
る
事
物
を
選
ん
で
別
れ
た
。

そ
の
う
ち
一
人
の
蛇
神
は
各
家
庭
の
屋
敷
の
一
隅
に
祀
ら
れ
て
富
を
も
た

ら
す
神
と
な
り
、
一
人
の
蛇
神
は
家
屋
の
庫
房
コ
バ
ン

︵
穀
物
置
き
部
屋
︶
に
祀

ら
れ
て
穀
物
を
守
護
す
る
神
と
な
っ
た
と
い
う
。

1

こ
の
ポ
ン
プ
リ
が
語
る
﹁
屋
敷
の
一
隅
に
祀
ら
れ
た
蛇
神
﹂
が
パ
ッ
チ
ル

ソ

ン
で
、﹁
穀
物
置
き
部
屋
に
祀
ら
れ
た
蛇
神
﹂
が
ア
ン
チ
ル

ソ
ン
で
あ
る
。

パ
ッ
チ
ル

ソ
ン
は
ト
ウ

ィ
ッ
ハ
ル

マ
ン
︵tw

it

-harm
an
g

後
苑
婆
様
︶
と

も
、
ア
ン
チ
ル

ソ
ン
は
ア
ン
ハ
ル

マ
ン
︵an
-harm

an
g

内
の
婆
様
︶
と
も
呼

ば
れ
る
。
ハ
ル

マ
ン
は
済
州
島
で
お
ば
あ
さ
ん
を
指
す
こ
と
ば
で
あ
り
蛇
を
指

す
こ
と
ば
で
も
あ
る
。

パ
ッ
チ
ル

ソ
ン
・
ア
ン
チ
ル

ソ
ン
の
形
態
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。

パ
ッ
チ
ル

ソ
ン
│
後
苑
に
瓦
を
二
・
三
枚
、
間
が
空
く
よ
う
に
重
ね
て
、

そ
の
中
に
五
穀
の
種
を
少
し
ず
つ
紙
に
包
ん
で
入
れ

る
。
そ
し
て
上
に
藁
苞
を
置
く
。︵
図
１
︶

ア
ン
チ
ル

ソ
ン
チ
ル

ソ
ン
│
穀
物
置
き
部
屋
の
中
の
甕
に
米
を
入
れ
て
、

そ
の
米
の
上
に
蛇
形
を
し
た
紙
を
入
れ
て
、
卵
を
一
緒

に
置
く
。
甕
の
そ
ば
に
は
木
綿
か
麻
を
七
尺
ほ
ど
た
た

ん
で
置
く
。

2

以
上
の
由
来
譚
と
そ
の
形
態
か
ら
、
パ
ッ
チ
ル

ソ
ン
と
ア
ン
チ
ル

ソ
ン
が
と

も
に
穀
神
と
そ
の
展
開
と
し
て
の
富
を
も
た
ら
す
神
、
さ
ら
に
は
家
の
守
り
神

と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
お
り
、
蛇
は
そ
れ
ら
の
神
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
で
穀
霊
や
家
の
守
り
神
を
屋
外
や
屋
内
に
祀
る
の
は
、
済
州
島
に

限
っ
た
事
柄
で
は
な
い
。
そ
の
形
態
ま
で
含
め
て
、
こ
れ
ら
と
類
似
の
要
素
を

持
つ
神
は
ア
ジ
ア
の
広
い
地
域
に
及
ん
で
い
る
。
以
下
に
そ
れ
ら
の
例
の
い
く

つ
か
を
挙
げ
て
、
こ
の
神
の
性
格
を
さ
ら
に
深
く
考
え
て
み
よ
う
。

ま
ず
韓
国
の
陸
地
に
も
類
似
の
神
が
見
ら
れ
る
。
金
宅
圭
は
こ
の
地
域
の
家

族
単
位
の
穀
霊
信
仰
の
対
象
を
三
つ
の
類
型
に
分
け
て
説
明
し
て
い
る
。
第
一

は
壺
や
行
李
や
ふ
く
べ
に
穀
物
そ
の
他
の
重
要
な
も
の
を
納
め
て
安
置
す
る

形
、
こ
れ
ら
は
成
造
・
帝
釈
・
祖
上
な
ど
と
呼
ば
れ
る
。
第
二
は
白
紙
で
手
作

り
し
た
神
体
で
主
に
母
屋
の
マ
ル
︵
大
庁
︶
の
梁
と
柱
の
継
ぎ
目
の
下
に
付
け

る
。
第
三
は
穀
物
そ
れ
自
体
が
神
体
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
、
例
え
ば
、
か
つ

て
ソ
ウ
ル
地
方
で
は
後
庭
の
隅
や
甕
置
き
場
の
横
に
高
さ
二
三
尺
の
藁
蔽
に
毛

笠
を
か
ぶ
せ
中
に
新
穀
を
入
れ
た
タ
ン
ジ
︵tan

ji

壺
・
缸
︶
が
安
置
さ
れ
て

お
り
、
こ
れ
ら
は
ト
ジ
ュ
カ
リ
︵to

ju
k
ari

基
主
カ
リ
︶・
オ
プ
チ
ュ
カ
リ

︵eo
p
ch
u
k
ali

業
主
嘉
里
︶
な
ど
と
呼
ば
れ
た
。
第
一
・
第
二
は
屋
内
に
、
第

3

三
は
屋
外
に
祀
ら
れ
る
穀
神
で
あ
る
。

屋
内
と
屋
外
に
穀
神
を
祀
る
例
は
、
タ
イ
国
の
ア
カ
族
に
も
見
ら
れ
る
。

鳥
越
憲
三
郎
の
報
告
に
よ
れ
ば
、﹁
ア
カ
族
で
は
稲
刈
り
の
前
に
、
畑
か
ら

稲
穂
三
本
を
抜
き
取
っ
て
家
に
持
ち
帰
る
。
そ
れ
を
竹
筒
に
入
れ
、
家
の
神
の

鎮
ま
る
ア
ピ
ヒ
ポ
と
い
う
柱
に
近
く
、
女
部
屋
の
側
の
垂
木
に
縛
り
つ
け
、
鶏

肉
・
卵
・
御
飯
・
茶
・
酒
を
供
え
る
。﹂︵
図
２
︶
﹁
そ
の
数
日
後
に
、
全
戸
が

− 12−



稲
刈
り
を
す
る
。
そ
し
て
村
長
と
ジ
ャ
ジ
ャ
マ
︵
村
の
神
を
祀
る
役
の
複
数
の

女
性
︶
の
家
で
は
、
儀
礼
用
の
種
籾
を
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
に
入
れ
、
各
戸
で
も
大
き

な
竹
篭
に
種
籾
を
入
れ
て
、
と
も
に
女
部
屋
に
お
く
﹂
と
い
う
。

4

ま
た
こ
れ
と
は
別
に
雨
乞
い
の
日
に
﹁
全
戸
で
は
母
屋
の
傍
に
農
耕
神
を
迎

え
る
神
屋
を
建
て
る
。
高
さ
は
一
・
五
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
、
四
本
の
丸
竹
を
柱

と
し
、
上
の
方
に
供
物
を
お
く
棚
を
つ
く
り
、
片
流
れ
の
カ
ヤ
屋
根
で
葺
く
。

そ
し
て
肉
・
卵
・
御
飯
を
芭
蕉
の
葉
に
の
せ
、
酒
を
そ
そ
い
で
供
え
る
。
そ
れ

ら
を
チ
ジ
・
シ
マ
・
オ
ー
フ
ム
︵
大
切
な
儀
礼
の
米
倉
︶
と
い
う
。﹂

5

こ
の
例
で
は
稲
の
初
穂
や
刈
り
入
れ
た
稲
そ
の
も
の
が
神
と
し
て
扱
わ
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
に
照
ら
せ
ば
、
韓
国
の
陸
地
で
屋
内
に
祀
ら
れ
て
い
る
成
造
や

帝
釈
な
ど
も
、
も
と
は
穀
物
そ
れ
自
体
を
神
体
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が

よ
り
は
っ
き
り
と
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

パ
ッ
チ
ル

ソ
ン
や
ア
ン
チ
ル

ソ
ン
と
類
似
の
、
家
単
位
で
農
業
神
を
祀
る
例

は
、
日
本
各
地
で
も
多
く
見
ら
れ
る
。
内
神

う
ち
が
み

・
荒
神

こ
う
じ
ん

・
屋
敷
神
・
地
神
じ
が
み

な
ど
が

そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
内
神
や
荒
神
は
屋
内
と
屋
外
の
二
カ
所
に
祀
ら
れ
る

場
合
が
あ
り
、
例
え
ば
九
州
藺
牟
田
で
は
屋
内
の
荒
神
を
﹁
内
コ
ジ
ン
サ
ア
﹂、

屋
敷
の
庭
に
あ
る
も
の
を
﹁
外
コ
ジ
ン
サ
ア
﹂
と
呼
ん
で
区
別
し
て
い
る
。
日

本
に
広
く
分
布
す
る
多
く
の
穀
神
の
例
を
こ
こ
で
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
の

で
、
以
下
で
は
Ｇ
・
ド
メ
ー
ニ
グ
の
報
告
を
も
と
に
九
州
平
戸
島
の
﹁
ト
ビ
ヤ

シ
ロ
﹂
と
呼
ば
れ
る
藁
宮
の
例
を
紹
介
し
よ
う
。

平
戸
島
の
藁
宮
は
﹁
ト
ビ
ヤ
シ
ロ
﹂
ま
た
は
﹁
ニ
ュ
ウ
ト
ビ
ヤ
シ
ロ
﹂
と
呼

ば
れ
て
い
る
。
ニ
ュ
ウ
は
も
と
稲
積
み
を
意
味
す
る
こ
と
ば
、
ト
ビ
は
ニ
ュ
ウ

の
上
に
被
せ
る
笠
の
よ
う
な
も
の
を
意
味
す
る
。
屋
外
に
作
ら
れ
、
そ
の
形
態

と
大
き
さ
に
は
ヴ
ァ
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
が
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
石
の
上
に
円
錐

形
に
藁
を
被
せ
て
そ
の
藁
の
上
部
を
折
り
曲
げ
て
括
り
胴
体
部
に
注
連
縄
を
掛

け
た
も
の
で
あ
る
。

﹁
平
戸
の
ト
ビ
ヤ
シ
ロ
﹂
の
中
で
、
Ｇ
・
ド
メ
ー
ニ
グ
は
、
ヴ
ァ
リ
エ
ー

6

シ
ョ
ン
に
富
ん
だ
こ
の
島
の
十
一
個
の
ト
ビ
ヤ
シ
ロ
の
事
例
を
検
証
し
て
、
そ

の
発
達
の
経
路
の
考
察
か
ら
そ
の
祖
型
を
想
定
し
て
い
る
。
彼
が
辿
り
着
い
た

ト
ビ
ヤ
シ
ロ
の
祖
型
と
は
、﹁
ト
ビ
と
そ
れ
を
内
側
か
ら
支
え
る
円
錐
形
の
石

と
の
組
み
合
わ
せ
﹂
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
藁
を
上
部
で
折
り
曲
げ
た
ト
ビ
こ

そ
が
神
の
本
体
で
あ
り
、
内
部
の
石
は
発
生
的
に
は
そ
れ
を
支
え
る
た
め
の
も

の
で
あ
っ
た
と
い
う
仮
説
が
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
石
を
覆

う
藁
と
ト
ビ
を
毎
年
更
新
す
る
こ
と
が
原
則
と
さ
れ
て
い
る
事
実
を
一
つ
の
裏

付
け
と
し
て
い
る
。
中
に
は
石
そ
の
も
の
を
神
体
と
考
え
て
い
る
事
例
も
見
ら

れ
た
が
、
そ
れ
は
発
展
の
途
上
で
追
加
さ
れ
て
き
た
観
念
で
あ
る
と
見
る
の
で

あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
ト
ビ
ヤ
シ
ロ
の
石
自
体
も
覆
わ
れ
た
も
の
の
内
部
に
あ
る
こ
と

で
十
分
に
穀
霊
の
象
徴
で
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
同
時
に
、
ニ
ュ
ウ
ト
ビ

と
呼
ば
れ
る
装
置
を
穀
霊
の
神
体
と
考
え
る
理
由
も
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ま
で

の
比
較
研
究
の
成
果
か
ら
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
ニ
ュ
ウ
ト

ビ
﹂
の
﹁
ニ
ュ
ウ
﹂
と
い
う
こ
と
ば
で
呼
ば
れ
る
稲
積
み
に
、
ア
ジ
ア
の
広
い

地
域
で
稲
の
祭
壇
、
さ
ら
に
言
え
ば
穀
霊
の
宿
り
場
所
と
し
て
の
性
格
が
認
め

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

稲
積
み
に
穀
霊
の
宿
り
場
所
と
し
て
の
性
格
が
認
め
ら
れ
る
事
例
を
二
つ
だ

け
挙
げ
て
お
こ
う
。

− 13−



ラ
オ
ス
で
は
、﹁
刈
り
取
っ
た
穂
は
、
農
家
近
く
の
田
の
中
の
仕
事
場
に
積

み
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
穂
積
あ
る
い
は
稲
積
は
、
農
家
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
の

形
の
屋
形
に
積
み
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
一
番
上
に
、
タ
ケ
で
作
っ
た
ク

ワ
ン
と
い
う
六
角
形
の
風
車
の
よ
う
な
形
を
し
た
飾
り
に
お
初
穂
を
つ
る
す
。

そ
し
て
収
獲
の
祭
り
を
す
る
。﹂︵
図
３
︶

7

こ
の
よ
う
な
穂
を
付
け
た
ま
ま
の
稲
積
み
は
、
現
在
日
本
や
韓
国
に
は
残
っ

て
お
ら
ず
、
脱
穀
後
の
藁
を
積
み
上
げ
た
も
の
に
変
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

し
か
し
か
つ
て
は
こ
の
地
域
に
も
同
様
の
稲
積
み
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
ら

も
や
は
り
稲
の
祭
壇
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二
つ
目
の
事
例
は
﹁T

h
e
K
aren

p
eo
p
le
o
f
B
u
rm

a

﹂
の
中
でM

arsy
all

,H

.I

が
挙
げ
たM

y
an
m
ar

のK
aren

族
が
傳
え
るH

p
i
B
i
y
aw

と
呼
ば
れ
る
穀
母

神
に
ま
つ
わ
る
次
の
神
話
で
あ
る
。

昔
、H

p
i
B
i
y
aw

と
そ
の
夫
は
、
錦
蛇

p
y
th
o
n

の
形
に
な
っ
て
或
る

男
の
稲
山
の
上
に
眠
っ
て
い
た
。
そ
の
為
に
三
つ
の
穀
倉
を
満
す
程
に
彼

の
米
は
増
え
た
。
所
が
、
恩
知
ら
ず
の
こ
の
男
は
、
雄
蛇
の
方
を
殺
し
て

了
っ
た
。
蛇
の
呪
の
為
、
た
っ
た
三
ヶ
月
で
彼
の
倉
は
空
に
な
っ
て
了
っ

た
。男

は
彼
の
家
族
に
食
物
を
与
え
る
為
に
働
い
た
が
、
遂
に
貧
乏
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
。

そ
の
後
、H

p
i
B
i
y
aw

は
一
人
の
孤
児
に
、
彼
が
彼
女
に
供
え
て
吳
れ

た
供
犠
の
返
礼
と
し
て
、
沢
山
の
稲
1
を
作
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か

を
教
え
た
。
他
の
人
間
共
は
、H

p
i
B
i
y
aw

が
何
を
欲
し
て
い
る
か
が
分

ら
ず
、
彼
女
の
た
め
に
作
物
を
破
壊
さ
れ
、
遂
に
死
ん
で
了
っ
た
。
こ
の

後H
p
i
B
i
y
aw

の
為
に
供
犠
を
行
う
こ
と
が
慣
例
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

8

こ
の
話
で
は
稲
積
み
に
穀
母
神
が
住
み
つ
い
て
い
る
。
し
か
も
彼
女
は
蛇
の

姿
を
と
っ
て
い
る
。
稲
積
み
に
穀
母
神
が
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
装
置
の

中
で
穀
霊
の
再
生
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
も
暗
示
し
て
い
る
。
蛇
は
そ
の
再
生
の

象
徴
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
平
戸
島
の
ニ
ュ
ウ
ト
ビ
ヤ
シ
ロ
は
、
稲
積
み
が

ミ
ニ
チ
ュ
ア
化
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
言

え
ば
、
ト
ビ
ヤ
シ
ロ
の
み
で
な
く
、
日
本
の
ウ
チ
ガ
ミ
や
ア
カ
族
の
神
屋
、
韓

国
陸
地
の
オ
プ
ジ
ュ
カ
リ
や
済
州
島
の
パ
ッ
チ
ル

ソ
ン
な
ど
も
、
そ
の
原
型
に

稲
積
み
を
想
定
す
る
こ
と
は
充
分
に
可
能
で
は
な
い
か
。
そ
の
こ
と
を
こ
こ

に
、
一
つ
の
仮
説
と
し
て
提
示
し
て
お
き
た
い
。

三
、﹃
東
国
輿
地
勝
覧
﹄﹃
東
国
歳
時
記
﹄
に
見
え
る
﹁
然
燈
﹂
の
記
録

次
に
春
祭
と
し
て
の
ヨ
ン
ド
ウ

ン
ク
ッ
を
取
り
上
げ
よ
う
。

奈
良
東
大
寺
二
月
堂
で
行
わ
れ
る
修
二
会
は
、
長
い
冬
に
別
れ
を
告
げ
て
春

を
迎
え
る
た
め
の
日
本
の
典
型
的
な
春
祭
で
あ
る
。
今
は
陽
暦
三
月
一
日
か
ら

十
四
日
に
か
け
て
行
わ
れ
て
い
る
が
、
も
と
は
陰
暦
二
月
一
日
か
ら
十
四
日
の

行
事
で
あ
っ
た
。
だ
が
こ
の
祭
り
の
準
備
は
前
年
の
十
二
月
十
六
日
か
ら
始

ま
っ
て
お
り
、
実
際
に
は
二
月
堂
の
行
事
は
、﹁
冬
至
前
後
の
満
月
の
日
の
翌

日
か
ら
春
分
前
後
の
満
月
︵
陰
暦
二
月
十
五
日
の
仏
滅
日
︶
ま
で
の
三
ヶ
月
の

最
後
の
一
ヶ
月
の
後
半
部
の
行
事
﹂
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

9

日
本
で
修
二
会
の
こ
の
一
連
の
行
事
が
行
わ
れ
て
い
る
期
間
に
、
済
州
島
で
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も
い
く
つ
か
の
春
を
迎
え
る
神
行
事
が
行
な
わ
れ
る
。
旧
年
を
送
り
新
年
を
迎

え
る
た
め
の
﹁
新
旧
間
﹂
と
称
さ
れ
る
一
週
間
、
か
つ
て
行
わ
れ
現
在
復
元
さ

れ
て
行
わ
れ
て
い
る
﹁
立
春
ク
ッ
﹂、
正
月
元
旦
か
ら
十
五
日
に
か
け
て
行
わ

れ
る
﹁
新
過
歳
祭
﹂、
二
月
一
日
か
ら
十
五
日
に
か
け
て
行
わ
れ
る
﹁
ヨ
ン
ド

ウ

ン
ク
ッ
﹂
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、﹁
ヨ
ン
ド
ウ

ン
ク
ッ
﹂
と
ほ
ぼ
同
時

期
に
行
わ
れ
る
﹁
ヨ
ワ
ン
︵
龍
王
︶
ク
ッ
﹂
や
﹁
チ
ャ
ム
ス
︵
潜
水
︶
ク
ッ
﹂

な
ど
も
春
祭
の
性
格
を
持
っ
て
い
よ
う
。

こ
の
う
ち
ヨ
ン
ド
ウ

ン
ク
ッ
は
、
そ
の
時
期
か
ら
み
て
も
、
一
連
の
春
祭
の

最
後
を
締
め
く
く
る
修
二
会
と
同
様
の
神
事
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち

ろ
ん
ヨ
ン
ド
ウ

ン
ク
ッ
は
長
い
歴
史
の
中
で
成
長
し
て
き
た
も
の
で
、
そ
こ
に

は
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
付
与
さ
れ
、
祭
り
の
性
格
も
複
雑
な
も
の
に
な
っ
て
き

て
い
る
。
し
か
し
総
合
的
に
見
た
と
き
に
は
そ
れ
ら
の
要
素
も
春
祭
の
持
つ
目

的
と
合
致
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
ヨ
ン

ド
ウ

ン
ク
ッ
の
素
朴
な
形
が
記
さ
れ
て
い
る
﹃
東
国
輿
地
勝
覧
﹄﹃
東
国
歳
時

記
﹄
の
記
事
を
他
地
域
の
民
俗
と
比
較
し
な
が
ら
考
察
し
て
い
こ
う
。

そ
の
記
事
と
は
次
の
も
の
で
あ
る
。﹃
東
国
歳
時
記
﹄
は
﹃
東
国
輿
地
勝
覧
﹄

を
引
い
た
も
の
で
、
二
書
の
文
章
は
同
じ
で
あ
る
。
便
宜
上
、
四
つ
の
段
に
区

切
っ
て
読
む
こ
と
と
す
る
。

︵
ア
︶
済
州
俗
二
月
朔
日
︵
イ
︶
帰
徳
金
寧
等
地
立
木
竿
十
二
迎
神
祭
之

︵
ウ
︶
涯
月
居
人
得
槎
形
如
馬
頭
者
飾
以
彩
帛
作
躍
馬
戯
以
娯
神
︵
エ
︶

至
望
日
乃
止
︵
オ
︶
謂
之
然
燈

︵
ア
︶
に
は
︵
イ
︶
と
︵
ウ
︶
の
習
俗
が
済
州
島
で
二
月
一
日
に
開
始
さ
れ

る
習
俗
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
︵
エ
︶
に
は
そ
の
習
俗
が
二

月
十
五
日
ま
で
続
け
ら
れ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、︵
オ
︶
に
は
こ
れ
ら
の
習
俗

を
﹁
然
燈
︵y

o
n
d
eu
n
g

︶﹂
と
呼
ぶ
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
全
体
を
こ
の
よ

う
に
解
釈
し
た
上
で
、
以
下
、︵
イ
︶
と
︵
ウ
︶
の
内
容
に
つ
い
て
考
察
し
て

い
こ
う
。

記
述
の
順
番
と
は
逆
に
な
る
が
、
最
初
に
︵
ウ
︶
の
記
述
か
ら
見
て
い
こ

う
。
こ
れ
は
こ
の
時
期
に
涯
月
里
に
見
ら
れ
る
習
俗
で
あ
る
と
い
う
。

こ
こ
に
は
﹁
馬
頭
﹂
な
る
こ
と
ば
が
出
て
来
る
し
、﹁
躍
馬
戯
﹂
と
い
う
遊

び
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
語
を
単
純
に
結
び
付
け
れ
ば
、
馬
頭

を
使
っ
た
躍
馬
戯
と
い
う
遊
び
が
行
わ
れ
た
と
と
る
の
が
自
然
で
あ
る
が
、
そ

の
よ
う
な
遊
び
の
痕
跡
は
現
在
の
ヨ
ン
ド
ウ

ン
ク
ッ
に
は
見
出
す
こ
と
が
で
き

な
い
。
そ
こ
で
先
学
は
こ
の
部
分
に
付
加
的
な
解
釈
を
ほ
ど
こ
す
こ
と
と
な

る
。﹁

躍
馬
戯
考
﹂
に
お
い
て
玄
容
駿
は
、﹁
躍
馬
戯
﹂
を
吏
読
式
表
記
と
見
て
、

そ
れ
は
標
準
語
の
﹁
テ
モ
リ
ノ
リ
︵tem

o
li

-no
li

︶﹂
す
な
わ
ち
﹁
い
か
だ

︵te

︶
＝
槎
を
速
く
走
ら
せ
る
︵m

o
lak

ad
a

︶
遊
び
︵n

o
li

︶﹂
で
あ
る
と
解
釈

し
た
。
こ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
形
態
の
遊
び
が
朝
天
面
北
村
里
に
お
い
て
ヨ
ン

ド
ウ

ン
ク
ッ
の
最
後
の
送
神
の
過
程
で
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
古
老
の
記
憶
を

一
つ
の
根
拠
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
張
籌
根
も
、
金
秀
男
の
写
真
集

﹃
済
州
島
ヨ
ン
ド
ウ

ン
ク
ッ
﹄
の
中
の
解
説
文
﹁
強
靭
な
生
の
現
場
豊
饒
の
起

源
﹂
の
中
で
、
こ
の
説
を
妥
当
な
も
の
と
す
る
考
え
を
表
明
し
て
い
る
。

し
か
し
私
は
こ
の
解
釈
に
は
、︵
ウ
︶
の
原
文
の
文
脈
か
ら
見
て
か
な
り
の

無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。﹁
躍
馬
戯
﹂
が
か
り
に
﹁
い
か
だ
を
速
く
走
ら
せ

る
遊
び
﹂
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、﹁
馬
頭
﹂
は
ど
う
使
わ
れ
る
の
か
、﹁
彩
帛
﹂
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を
ど
こ
に
ど
の
よ
う
に
飾
る
の
か
、
そ
の
飾
り
が
な
ぜ
必
要
な
の
か
等
々
の
問

題
が
残
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
説
は
﹁
槎
﹂
の
字
を
﹁
い
か
だ
﹂
の
意
味
に
と
っ
て
い
る
。

し
か
し
﹁
槎
﹂
に
は
﹁
い
か
だ
﹂
の
意
味
の
ほ
か
に
﹁
ぎ
ざ
ぎ
ざ
に
な
っ
た
Ｙ

型
の
枝
﹂
の
意
味
が
あ
る
。
む
し
ろ
そ
ち
ら
の
意
味
で
﹁
得
槎
形
如
馬
頭
者
﹂

の
部
分
を
解
釈
す
る
ほ
う
が
理
解
が
し
や
す
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。﹁
躍

馬
戯
﹂
も
文
字
通
り
﹁
馬
を
躍
ら
せ
る
遊
び
﹂
と
と
れ
ば
、︵
ウ
︶
の
文
意
は

次
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
。

涯
月
の
人
々
は
、
Ｙ
型
の
枝
で
形
が
馬
の
頭
の
よ
う
に
な
っ
た
も
の
を
得

て
、
そ
れ
を
色
鮮
や
か
な
絹
布
で
飾
っ
て
馬
を
躍
ら
せ
る
遊
び
を
行
な
っ

た
。
こ
う
し
て
神
を
楽
し
ま
せ
た
。

以
下
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
の
も
と
に
、
他
の
地
域
に
こ
れ
に
類
似
し
た
遊
び

を
探
し
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
遊
び
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か

を
考
え
て
み
よ
う
。

ま
ず
取
り
上
げ
る
の
は
日
本
の
﹁
春
駒

は
る
こ
ま

﹂
で
あ
る
。
こ
れ
は
新
春
に
馬
の
頭

の
作
り
物
を
持
っ
て
祝
言
を
唱
え
な
が
ら
各
家
々
を
巡
り
歩
く
門
付
け
芸
で
あ

る
。
農
耕
ま
た
は
養
蚕
の
予
祝
と
し
て
、
江
戸
時
代
に
は
広
く
各
地
で
行
な
わ

れ
て
い
た
。︵
図
４
︶
角
田
恵
重
の
﹁
上
州
の
春
駒
﹂
に
よ
っ
て
一
九
一
〇
年

代
の
群
馬
県
の
春
駒
の
演
技
形
態
を
記
す
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

女
二
人
組
で
ま
わ
り
、
若
い
女
性
が
演
技
を
行
な
い
、
年
長
の
女
性
が
太

鼓
を
打
つ
。
演
技
は
﹁
一
尺
乃
至
一
尺
五
寸
位
の
馬
の
首
の
形
を
し
た
も

の
に
彩
色
を
為
し
、
そ
れ
に
手
で
握
り
得
る
だ
け
の
柄え

を
附
け
、
三
尺
位

の
紅
白
の
布ぬ
の

数
条
を
下さ

げ
数
個
の
鈴
を
附
け
た
の
を
、
右
手
に
持
つ
て
目め

通ど
ほ

り
に
捧
げ
布
を
左
手
に
受
け
て
低
く
握
り
、
﹂﹁
歌
に
調
子
を
合
せ
て
馬

首
と
布
と
を
振
る
。﹂

10

春
駒
に
は
、
こ
の
よ
う
に
手
に
馬
形
を
持
つ
形
態
︵
女
春
駒
と
い
う
︶
の
ほ

か
に
、
腹
に
馬
形
を
つ
け
て
踊
る
騎
乗
形
の
も
の
︵
男
春
駒
と
い
う
︶
と
馬
形

を
頭
に
か
ぶ
っ
て
踊
る
も
の
︵
烏
帽
子
春
駒
と
い
う
︶
が
あ
る
。
十
六
世
紀
に

描
か
れ
た
﹁
洛
中
洛
外
図
︵
上
杉
本
︶
﹂
に
は
、
後
者
の
二
つ
の
形
態
が
見
ら

れ
る
。
ま
た
、
春
駒
は
沖
縄
に
伝
わ
っ
て
遊
女
た
ち
が
二
十
日

は

つ

か

正
し
ょ
う

月が
つ

の
日
に

踊
る
﹁
ジ
ュ
リ
馬
﹂
と
い
う
演
技
を
生
み
出
し
て
い
る
。
︵
図
５
︶

11

こ
の
春
駒
の
習
俗
の
根
底
に
は
、
馬
の
豊
穣
力
に
た
い
す
る
強
い
信
仰
が
あ

る
。
こ
の
信
仰
は
、
宮
中
で
正
月
七
日
に
実
際
の
馬
を
引
き
出
す
﹁
白
馬
の
節

会
﹂
や
、
次
に
触
れ
る
東
北
地
方
の
﹁
お
し
ら
さ
ま
﹂
の
習
俗
に
も
見
ら
れ

る
。
日
本
で
も
馬
は
、
穀
物
の
豊
穣
を
象
徴
す
る
存
在
な
の
で
あ
る
。

馬
と
農
耕
神
と
の
関
係
を
わ
れ
わ
れ
に
よ
く
理
解
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
が

﹁
お
し
ら
さ
ま
﹂
で
あ
る
。

﹁
お
し
ら
さ
ま
﹂
と
は
、
東
北
地
方
の
旧
家
に
祀
ら
れ
て
い
る
神
で
、
神
体

は
直
径
二
～
三
セ
ン
チ
、
長
さ
三
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
の
一
対
の
木
の
棒
で
あ
る
。

普
段
は
箱
に
入
れ
て
家
の
神
棚
に
納
め
ら
れ
て
い
る
が
、
祭
り
の
日
に
な
る
と

箱
か
ら
出
さ
れ
て
巫
女
な
ど
の
手
に
取
ら
れ
て
宙
を
遊
ぶ
。
祭
り
の
た
び
に
神

体
に
新
し
い
布
が
着
せ
加
え
ら
れ
て
い
く
。
先
端
ま
で
こ
の
布
を
か
ぶ
っ
た
も

の
と
、
頭
を
出
し
て
い
る
も
の
と
が
あ
る
。
露
出
し
た
頭
部
に
は
、
馬
の
首
や

女
性
、
ま
た
烏
帽
子
を
被
っ
た
男
性
な
ど
の
形
が
彫
ら
れ
て
い
る
。
烏
帽
子
は

馬
頭
の
変
形
と
見
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。

﹁
お
し
ら
さ
ま
﹂
は
家
の
神
で
あ
る
が
、
農
耕
神
と
し
て
の
性
格
を
強
く
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持
っ
て
い
る
。
こ
の
神
は
広
い
地
域
で
﹁
冬
期
の
初
め
に
穀
物
の
種
子
を
持
っ

て
天
へ
登
り
、
春
三
月
の
十
六
日
に
再
び
そ
の
種
子
を
持
っ
て
下
界
に
降
り
て

く
る
﹂
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
由
来
を
語
る
祭
文
で
は
、
人
間
の
娘
と
交

12

わ
っ
て
娘
の
父
に
殺
さ
れ
た
馬
が
﹁
お
し
ら
さ
ま
﹂
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
祭
文
は
、﹁
お
し
ら
さ
ま
﹂
の
頭
部
の
馬
・
女
性
・
烏
帽
子
の
彫
刻

の
由
来
を
説
明
し
て
も
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
馬
頭
の
﹁
お
し
ら
さ
ま
﹂
が
宙
を

遊
ぶ
そ
の
姿
か
ら
、
同
じ
農
耕
神
と
し
て
の
春
駒
の
踊
り
を
連
想
す
る
で
あ
ろ

う
。ち

な
み
に
、
中
国
内
モ
ン
ゴ
ル
東
部
フ
ン
ボ
ル
ト
地
域
の
シ
ャ
ー
マ
ン
が
手

に
持
っ
て
使
う
法
具
︵
図
６
︶
の
中
に
も
、
馬
の
頭
を
先
端
に
彫
っ
た
一
対
の

棒
が
あ
る
。
シ
ャ
ー
マ
ン
は
、
こ
の
馬
は
雌
雄
で
あ
り
、
棒
は
調
伏
の
機
能
を

持
つ
も
の
だ
と
説
明
し
た
と
い
う
。
写
真
で
見
る
と
モ
ン
ゴ
ル
の
こ
の
馬
頭
の

13

棒
の
胴
体
に
は
鈴
と
縦
に
裂
い
た
布
が
括
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
こ
の

棒
が
神
を
寄
り
付
か
せ
る
た
め
の
棒
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
よ
う
。
そ
し

て
こ
の
こ
と
か
ら
振
り
か
え
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
﹁
お
し
ら
さ
ま
﹂
に
着
せ

ら
れ
た
布
や
、﹁
春
駒
﹂
の
﹁
紅
白
の
布
数
条
に
数
個
の
鈴
を
つ
け
た
も
の
﹂、

さ
ら
に
は
済
州
島
の
木
の
枝
の
﹁
馬
頭
﹂
を
飾
る
絹
布
に
も
同
様
の
意
義
を
認

め
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
済
州
島
の
記
録
に
見
え
る
﹁
躍
馬
戯
﹂
を
、
他
の
地
域
の
﹁
躍
馬

戯
﹂
と
の
比
較
か
ら
考
え
て
み
た
。
こ
の
考
察
に
よ
っ
て
、
農
耕
の
豊
穣
を
祈

願
す
る
と
い
う
か
つ
て
の
ヨ
ン
ド
ウ

ン
ク
ッ
の
持
つ
ひ
と
つ
の
性
格
が
見
え
て

き
た
で
あ
ろ
う
。

次
に
︵
イ
︶
の
﹁
帰
徳
金
寧
等
地
立
木
竿
十
二
迎
神
祭
之
﹂
と
い
う
記
事

を
、
や
は
り
他
の
地
域
の
習
俗
と
比
較
し
て
考
察
し
よ
う
。
こ
の
記
事
の
文
意

は
明
確
で
、﹁
帰
徳
・
金
寧
な
ど
の
村
で
は
、
木
竿
を
十
二
本
立
て
、
神
を
迎

え
て
祭
り
を
行
な
う
﹂
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
習
俗
は
、
済
州
島
の
現
在
の
ヨ
ン
ド
ウ

ン
ク
ッ
に
そ
の
ま
ま
の

形
で
は
残
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
秋
葉
隆
の
﹁
済
州
島
に
於
け
る
蛇
神
の
信

仰
﹂﹁
巨
済
島
の
立
竿
民
俗
﹂
や
宋
錫
夏
の
﹁
風
神
考
﹂
な
ど
に
よ
れ
ば
、
一

14

15

16

九
三
〇
年
代
半
ば
ま
で
は
韓
国
の
陸
地
や
島
々
の
村
で
、
二
月
の
同
じ
時
期

に
、
竹
や
木
の
竿
を
立
て
て
﹁
ヨ
ン
ド
ウ

ン
ハ
ル

マ
ニ
︵y

eo
n
g
d
eu
n
g

-har-

m
an
i

︶﹂
そ
の
他
の
名
前
で
呼
ば
れ
る
風
の
神
に
祈
る
祭
祀
が
行
な
わ
れ
て
お

り
、
済
州
島
で
も
二
月
十
四
日
に
は
シ
ン
バ
ン
︵sim

b
an
g

︶
が
、
﹁

竜
ヨ
ン
グ

灯
ド
ン
グ

竿テ
イ

と
称
す
る
神
旗
を
つ
け
た
神
竿
を
も
ち
、
揺
鈴
を
振
り
、
呪
文
を
唱
へ
つ
ゝ
﹂

担
当
の
村
の
家
々
を
回
っ
て
い
た
と
い
う
。

17

秋
葉
隆
は
﹁
巨
済
島
の
立
竿
民
俗
﹂
に
お
い
て
、
当
時
の
南
海
岸
と
巨
済
島

の
ヨ
ン
ド
ウ

ン
祭
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

慶
尚
道
の
南
海
岸
に
あ
つ
て
は
、
二
月
一
日
の
霊
登
媽
媽
︵y

ö
n
g

d
eu
n
g

-mam
a

︶
の
祭
に
、
葉
附
の
竹
の
枝
を
厨
房
ま
た
は
後
園
の
浄
所

に
立
て
、
色
布
紙
片
な
ど
を
つ
け
て
、
こ
れ
に
供
物
を
な
し
、
焼
紙
祈
願

を
行
ふ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
つ
て
、︵
中
略
︶
巨
済
島
で
は
こ
の
祭
を
霊
登

姥
上
り
又
は
風
神
上
り
と
称
し
、
東
岸
の
長
承
浦
辺
に
は
そ
の
為
め
に
水

竿
︵m

u
ltai

︶
を
立
て
る
風
が
あ
つ
て
、
毎
戸
正
月
晦
日
の
夜
に
、
竹
竿

の
上
部
を
一
部
分
裂
き
、
周
囲
に
色
布
を
垂
れ
た
も
の
に
、
小
器
を
載

せ
、
之
に
清
水
を
盛
つ
て
、
厨
房
ま
た
は
醤
甕
台
の
所
に
立
て
て
、
翌
日

即
ち
風
神
の
降
る
二
月
一
日
の
朝
か
ら
十
九
日
迄
、
毎
朝
新
し
い
浄
水
を
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代
へ
て
供
へ
る
の
で
あ
る
。
さ
て
二
月
一
日
か
ら
三
日
迄
の
間
に
、
吉
日

を
擇
ん
で
、
五
穀
飯

プ
ピ
ン
パ
プ

︵p
u
p
eu
in

-pap

︶、
仁
切
餅

イ
ン
ヂ
ョ
ル
ミ

︵in
jö
lm

i

︶
等
を
作
つ

て
水
竿
の
前
に
供
へ
、
祈
願
焼
紙
を
行
ふ
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
等
の
供
物

の
原
料
と
し
て
は
、
前
年
の
秋
に
収
穀
し
た
1
を
特
に
大
庁
ま
た
は
房
内

に
瓶
に
入
れ
て
準
備
し
て
置
く
程
の
慎
し
み
方
で
あ
る
。18

近
代
に
入
っ
て
か
ら
の
広
い
地
域
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
習
俗
か
ら
見
る
と

き
、
古
記
録
が
記
し
た
木
竿
十
二
本
を
立
て
る
記
事
が
ヨ
ン
ド
ウ

ン
ク
ッ
の
一

つ
の
核
の
部
分
を
語
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
宋
錫
夏
は
秋
葉

の
報
告
や
自
身
の
調
査
に
基
づ
い
て
、
次
の
よ
う
に
こ
の
祭
り
に
お
け
る
立
竿

習
俗
の
意
義
を
主
張
し
て
い
る
。

﹁
ヨ
ン
ド
ウ

ン
風
神
﹂
が
風
の
よ
う
に
在
天
す
る
神
で
あ
る
こ
と
は
、
立

竿
に
よ
る
祈
禱
形
式
が
絶
対
條
件
で
あ
る
こ
と
や
、
用
語
上
か
ら
み
て
も

﹁
降
り
て
く
る
﹂﹁
登
っ
て
い
く
﹂
と
言
う
こ
と
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き

る
。

19

さ
ら
に
そ
れ
ら
の
調
査
は
、
風
の
神
で
あ
る
ヨ
ン
ド
ウ

ン
神
の
た
め
の
こ
の

立
竿
へ
の
祈
禱
が
穀
神
へ
の
祈
禱
で
も
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
巨
済
島
の

西
岸
で
は
こ
の
と
き
豊
年
を
祈
る
餅
を
つ
く
り
、
こ
れ
を
ハ
ル

モ
ニ
ト
ク

︵︵h
alm

eo
n
i

-tok

姥
餅
︶
と
呼
ん
で
い
る
し
、
同
島
の
北
部
の
村
で
は
風
神
送

り
の
と
き
の
餅
を
ユ
ジ
バ
ン
︵y

u
jib

an
g

︶
と
呼
ば
れ
る
長
竿
の
先
に
附
け
る

苞
に
入
れ
て
お
い
て
三
日
後
に
食
べ
る
。
豊
年
へ
の
願
い
が
ヨ
ン
ド
ウ

ン
祭
の

20

立
竿
に
は
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

古
記
録
の
木
竿
の
考
察
の
最
後
に
、
こ
れ
を
十
二
本
立
て
た
こ
と
の
意
味
を

考
え
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
こ
の
十
二
本
を
一
年
の
月
の
数
を
表
わ
す
も
の
と
す
る
推
測
が
で
き

る
。
わ
れ
わ
れ
は
ヨ
ン
ド
ウ

ン
ク
ッ
を
春
の
祭
り
と
捉
え
た
が
、
古
く
か
ら
こ

の
祭
り
は
春
分
に
近
い
時
期
に
行
な
わ
れ
て
き
た
。
春
分
を
年
の
変
わ
り
目
と

す
る
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
祭
り
を
境
に
新
し
い
年
が
始
ま
る
と
も
言
え

る
。
す
る
と
十
二
本
の
立
竿
は
十
二
の
月
を
内
包
す
る
新
し
い
年
の
象
徴
で
あ

り
、
一
年
の
予
祝
が
そ
こ
に
込
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

日
本
の
中
部
地
方
の
山
間
の
多
く
の
村
に
、﹁
鬼
木
︵
お
に
き
︶﹂
あ
る
い
は

﹁
に
ゅ
う
木
﹂
と
い
う
習
俗
が
残
っ
て
い
る
。
︵
図
７
︶
こ
れ
は
、
正
月
を
迎
え

る
た
め
に
立
て
る
門
松
の
周
囲
に
、
墨
で
十
二
月
あ
る
い
は
十
三
月
と
書
く

か
、
十
二
本
あ
る
い
は
十
三
本
の
筋
を
引
く
か
し
た
薪
を
並
べ
る
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
十
二
・
十
三
は
一
年
の
月
の
数
を
あ
ら
わ
し
て
お
り
、﹁
鬼
木
﹂

﹁
に
ゅ
う
木
﹂
と
呼
ば
れ
る
こ
の
薪
に
も
お
そ
ら
く
予
祝
の
意
味
が
あ
ろ
う
。

ヨ
ン
ド
ウ

ン
祭
の
古
記
録
を
考
察
す
る
た
め
の
比
較
資
料
と
し
て
、
こ
の
習
俗

を
こ
こ
に
提
出
し
て
お
き
た
い
。

あ
る
い
は
木
竿
の
十
二
と
い
う
数
が
、
新
し
い
年
の
数
多
く
の
穀
物
の
実
り

を
象
徴
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
済
州
島
の
巫
歌
の
中
に
﹁
十

二
新
万
穀
︶﹂
と
い
う
こ
と
ば
が
よ
く
使
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
﹁
秋
に
取
り
入

れ
る
穀
物
の
総
称
﹂
で
あ
る
。

21

も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
例
だ
け
で
ヨ
ン
ド
ウ

ン
ク
ッ
で
木
竿
が
十
二
本
立
て
ら

れ
る
こ
と
の
意
味
が
わ
か
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
た
だ
、
こ
の
数
字
が

な
に
か
穀
物
の
豊
穣
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
こ
と
の
可
能
性
を
探

ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ヨ
ン
ド
ウ

ン
ク
ッ
に
お
け
る
立

竿
の
民
俗
が
、
風
神
と
穀
神
に
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
確
か
な
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こ
と
と
言
え
よ
う
。

四
、
立
春
ク
ッ
│
木
牛
を
牽
く
行
事

次
に
、
ヨ
ン
ド
ウ
ン
ク
ッ
と
同
様
に
済
州
島
の
重
要
な
春
祭
の
ひ
と
つ
で
あ

る
立
春
ク
ッ
を
取
り
上
げ
よ
う
。
こ
の
ク
ッ
︵k

u
t

︶
は
、
単
独
の
村
落
で
行

う
ク
ッ
で
は
な
く
、
朝
鮮
時
代
に
官
の
主
管
で
執
り
行
わ
れ
た
巫
俗
ク
ッ
で
あ

る
。
日
本
の
植
民
地
時
代
に
も
一
九
三
〇
年
代
く
ら
い
ま
で
は
継
承
さ
れ
て
い

た
痕
跡
が
あ
る
が
、
そ
の
後
行
な
わ
れ
な
く
な
り
、
一
九
九
九
年
に
﹁
耽
羅
国

22

立
春
ク
ン
ノ
リ
︵k

u
t

-no
li

︶﹂
と
し
て
復
元
さ
れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

︵
図
８
︶
金
斗
奉
の
﹃
済
州
島
実
記
﹄
に
よ
れ
ば
、
か
つ
て
の
行
事
の
次
第
は

以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

毎
年
、
立
春
の
前
日
に
全
島
の
巫
覡
ふ
げ
き

を
官
司
に
集
め
、
木
牛
を
作
っ
て
祭

祀
を
行
う
。
翌
朝
、
戸
長

ホ
ジ
ャ
ン

が
頭
に
桂
冠
を
戴
き
黒
い
丸
襟
の
礼
服
を
身
に

付
け
て
現
れ
て
、
木
牛
に
農
機
具
を
取
り
付
け
る
。
巫
覡
た
ち
が
紅
の
丸

襟
の
彩
服
を
着
て
こ
の
木
牛
を
引
く
。
前
に
は
音
楽
隊
を
置
き
後
ろ
に
は

童
妓
を
付
き
従
え
た
行
列
が
、
銅
鑼
・
鉦
・
巫
楽
器
を
鳴
ら
し
な
が
ら
戸

長
を
護
衛
し
て
観
徳
亭
に
至
る
と
、
戸
長
は
巫
覡
た
ち
を
村
の
中
の
農
家

に
遣
っ
て
蓄
え
た
穀
物
の
束
を
抜
い
て
来
さ
せ
、
そ
の
実
り
具
合
で
新
年

の
豊
凶
を
占
う
。
そ
の
行
列
の
ま
ま
客
舍
に
至
り
、
戸
長
と
巫
覡
と
が

牧
使
モ
ク
サ

に
ま
み
え
る
。
東
軒
︵
中
心
の
建
物
︶
の
と
こ
ろ
で
戸
長
が
犂
を

持
っ
て
出
て
田
を
耕
す
と
、
巫
覡
の
一
人
は
赤
い
仮
面
に
長
い
髯
を
垂
ら

し
、
農
夫
に
扮
し
て
五
穀
の
種
を
播
き
、
も
う
一
人
は
色
の
羽
で
鳥
の
よ

う
な
恰
好
を
し
て
そ
の
種
を
つ
い
ば
む
真
似
を
す
る
。
巫
覡
の
一
人
は
猟

師
に
扮
し
て
色
の
羽
の
鳥
を
撃
つ
真
似
を
す
る
。
ま
た
巫
覡
の
う
ち
の
二

人
が
仮
面
を
付
け
て
女
に
な
っ
て
妻
と
妾
と
が
互
い
に
争
う
場
面
を
演
じ

る
と
、
も
う
二
人
が
仮
面
を
付
け
て
男
に
扮
し
そ
の
や
き
も
ち
を
調
停
す

る
様
を
演
じ
る
。
牧
使
は
上
座
に
座
り
酒
肴
と
煙
草
と
を
た
く
さ
ん
与

え
、
民
と
と
も
に
楽
し
む
風
を
見
せ
る
。
見
物
人
は
皆
笑
い
、
本
官
衙

︵
官
庁
︶
に
移
っ
て
も
そ
こ
で
ま
た
同
様
の
場
面
を
演
じ
、
仮
装
し
た
演

戯
者
た
ち
は
ま
る
で
英
雄
豪
傑
の
よ
う
に
見
え
る
。
戸
長
が
引
き
さ
が
っ

た
後
も
、
巫
覡
た
ち
は
一
隊
を
な
し
て
、
穀
倉
に
入
っ
て
飛
び
回
っ
て
は

遊
び
、
入
り
乱
れ
て
は
踊
り
、
朗
々
と
し
た
声
で
年
の
豊
年
の
呪
文
を
唱

え
な
が
ら
泰
平
を
謳
歌
し
て
散
会
す
る
。

23

こ
の
記
録
を
見
る
と
、
か
つ
て
の
立
春
ク
ッ
が
日
本
の
田
遊
び
に
似
た
模
擬

農
作
の
行
事
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
歴
史
の
中
で
立
春
ク
ッ
は
複
合

的
な
春
祭
と
し
て
発
展
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が

入
り
込
ん
で
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
模
擬
農
作
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、

以
前
わ
た
し
は
こ
の
要
素
に
焦
点
を
あ
て
て
田
遊
び
と
の
比
較
で
考
察
し
た
こ

と
が
あ
る
。
今
回
は
や
や
観
点
を
変
え
て
、
地
元
で
﹁
ナ
ク

ス
ェ
カ
サ

24

︵n
ak
sw

ek
asa

︶﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
牛
を
牽
く
行
事
に
つ
い
て
そ
の
意
義
を
他

の
地
域
の
行
事
と
比
べ
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

立
春
に
木
牛
を
牽
く
行
事
は
古
く
か
ら
韓
国
の
他
の
地
域
で
も
行
な
わ
れ
て

い
た
ら
し
く
、﹁
東
国
歳
時
記
﹂
の
立
春
の
記
事
中
に
は
﹁
関
北
俗
是
日
作
木

牛
自
官
府
達
于
閭
里
遍
出
于
路
盖
倣
出
土
牛
之
制
而
所
以
示
勧
農
祈
年
之
意
也

︵
咸
鏡
道
の
風
俗
で
、
こ
の
日
に
な
る
と
木
で
造
っ
た
牛
を
官
庁
か
ら
村
里
ま

− 19−



で
牽
き
出
し
て
回
る
。
こ
れ
は
、
土
で
牛
を
造
っ
て
外
に
送
り
出
す
制
度
に

倣
っ
て
、
農
業
を
勧
め
豊
年
を
祈
る
意
味
で
行
な
う
も
の
で
あ
ろ
う
。︶﹂
と
あ

る
。こ

の
記
事
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
韓
国
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
木
牛

の
行
事
が
﹁
春
牛
﹂
と
呼
ば
れ
る
中
国
の
立
春
行
事
の
影
響
下
で
生
ま
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
な
こ
と
と
言
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
済
州
島
の
木
牛
の

行
事
の
持
つ
意
義
も
﹁
春
牛
﹂
の
行
事
と
の
比
較
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

﹁
春
牛
﹂
に
つ
い
て
は
清
王
朝
の
行
事
規
定
の
ほ
か
、
敦
崇
の
﹃
燕
京
歳
時
記
﹄

や
胡
樸
安
編
の
﹃
中
華
全
国
風
俗
志
﹄
に
も
詳
し
い
が
、
本
発
表
で
は
十
八
世

紀
末
に
日
本
で
刊
行
さ
れ
た
﹃
清
俗
紀
聞
﹄
を
最
初
に
見
て
い
く
こ
と
と
す

る
。﹃

清
俗
紀
聞
﹄
は
、
一
七
九
〇
年
代
に
長
崎
奉
行
を
勤
め
た
中
川
忠
英
が
監

修
者
と
な
っ
て
、
十
八
世
紀
後
半
の
福
建
・
浙
江
・
江
蘇
地
方
の
風
俗
を
長
崎

に
渡
来
し
た
多
く
の
清
国
商
人
か
ら
聞
き
出
し
て
多
く
の
絵
図
を
入
れ
て
出
版

し
た
も
の
で
あ
る
。
書
物
に
よ
ら
な
い
実
情
調
査
で
、
民
間
の
習
俗
が
具
体
的

に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
の
﹁
春
牛
﹂
の
記
述
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

立
春
の
前
日
に
府
州
県
と
も
に
太
歳

タ
イ
ス
イ

と
春
牛

チ
ン
ニ
ウ

と
を
こ
し
ら
え
︵
太
歳

た
い
さ
い

一

名
み
ょ
う

芒
神

マ
ン
ジ
ン

。
土
に
て
七
、
八
歳
の
小
児
ほ
ど
に
神
像
を
作
り

装
束

し
ょ
う
ぞ
く

を
か
ざ

る
。

春

牛

し
ゅ
ん
ぎ
ゅ
う

は
竹
に
て
高
さ
三
、
四
尺
に
牛
の
か
た
ち
を
つ
く
り
、
紙
に

て
は
り
彩
色
す
。
ま
た
五
寸
ほ
ど
の
小
牛う
し

を
同
じ
よ
う
に
こ
し
ら
え
大
牛

の
腹
内

ふ
く
な
い

に
入
れ
置
く
な
り
︶、
別
々
に
台
に
乗
せ
太
歳

た
い
さ
い

に
春

牛
ぎ
ゅ
う

を
挽ひ

か
せ

郊
外
に
置
き
、
そ
の
地
の
本
官
は
衣
服
を
あ
ら
た
め
轎
子

き
ょ
う
し

に
乗
り
、
下
属

げ
し
ょ
く

の
吏
役
り
や
く

は
銘
々

春
花

チ
ン
ホ
ア
ー

を
た
ず
さ
え
︵
梅
花
ば
い
か

・
桃
花
等
を
絹
に
て
こ
し
ら

え
た
る
長
さ
一
尺
ほ
ど
の
花
枝

か

し

な
り
︶
出
迎

い
で
む
か

え
、
金
鼓

き
ん
こ

を
打
ち
、

涼
傘

り
ょ
う
さ
ん

を
た
て
行
列
し
、
行
春

イ
ン
チ
ン

と
て
し
ば
ら
く
郊
外
を
め
ぐ
り
、
直す
ぐ

に
城
市
に
む

か
え
入
る
。
こ
れ
を
迎
春

ニ
ン
チ
ン

と
い
う
。
知
府
、
堂
上
に

請
し
ょ
う

じ
置
き
︵
県
な

れ
ば
知
県
の
堂
上
に
請
ず
︶、
翌
日
立
春
の
時
刻
に
い
た
り
諸
官
吏
こ
れ

を
請
じ
出い
だ

し
、
下
役

し
た
や
く

等
銘
々
竹た

け

杖つ
え

棒ぼ
う

を
も
ち
金
鼓
を
な
ら
し
守
護
し
て
、

廟
裏

び
ょ
う
り

に
送
り
至
り
、
太
歳

た
い
さ
い

を
安
置
し
持
ち
た
る
棒
に
て

大
牛

た
い
ぎ
ゅ
う

を
う
ち
や

ぶ
り
、
内う
ち

の

小

牛

し
ょ
う
ぎ
ゅ
う

を
取
り
出い
だ

し
太
歳

た
い
さ
い

の
前
に
居す
え

お
く
。
こ
れ
豊
年
の

吉
瑞

き
ち
ず
い

を

表
ひ
ょ
う

す
る

意
こ
こ
ろ

な
り
。
ま
た
太
歳

た
い
さ
い

を
廟
に
送
る
途
中
に
て
市
中
の

小
児

し
ょ
う
に

ど
も
大
豆
だ
い
ず

を
も
っ
て
牛
を
打
つ
。
こ
れ
に
打
ち
当あ

つ
れ
ば
疱
瘡

ほ
う
そ
う

軽
し

と
い
い
伝
う
。

25

﹃
清
俗
紀
聞
﹄
に
は
二
枚
の
﹁
春
牛
﹂
の
絵
図
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
一
枚

は
立
春
前
日
の
﹁
迎
春
﹂
の
行
列
の
図
で
あ
り
、︵
図
９
︶
も
う
一
枚
は
春
分

の
日
の
大
牛
を
う
ち
や
ぶ
っ
て
中
か
ら
小
牛
を
取
り
出
し
て
い
る
図
で
あ
る
。

︵
図

︶
い
っ
た
い
、
こ
の
張
り
子
の
牛
を
郊
外
か
ら
迎
え
て
打
ち
、
中
か
ら

10

小
牛
を
取
り
出
す
こ
と
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

日
本
の
愛
知
県
東
栄
町
古
戸
に
か
つ
て
﹁
初
午
の
種
取
り
﹂
と
呼
ば
れ
た
行

事
が
あ
っ
た
。
以
下
に
、
早
川
孝
太
郎
が
調
査
し
た
そ
の
行
事
の
内
容
を
要
約

の
形
で
示
す
。

陰
暦
二
月
初
午
の
日
に
、
村
の
稲
荷
社
の
前
に
別
当
職
三
人
が
集
ま
り
、

青
杉
の
葉
で
雌
雄
二
頭
の
鹿
を
作
る
。
出
来
上
が
る
と
社
殿
の
脇
に
据
え

て
、
別
当
三
人
が
弓
で
こ
れ
を
何
度
も
射
る
。
矢
を
射
終
わ
る
と
こ
の
鹿

を
倒
し
て
抱
き
上
げ
、
す
ぐ
に
腹
を
割
っ
て
中
か
ら
包
み
を
取
り
出
す
。

包
み
は
﹁
鹿
の
さ
ご
︵
胎
児
︶﹂
と
呼
ば
れ
、
中
に
は
小
豆
飯
の
団
子
と
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白
米
が
入
っ
て
い
る
。
一
般
の
村
人
は
こ
の
包
み
の
中
の
白
米
に
境
内
の

土
を
混
ぜ
て
五
つ
の
包
み
に
分
け
、
こ
れ
を
五
穀
の
種
と
し
て
、
紙
と
木

で
作
っ
た
鍬
に
結
び
付
け
て
家
に
持
ち
帰
り
、
え
べ
す
棚
︵
恵
比
寿
棚
︶

に
祀
っ
て
お
く
。
包
み
の
中
の
団
子
は
参
詣
の
女
と
子
供
に
分
け
与
え

る
。

26

こ
の
行
事
で
、
青
杉
の
葉
で
作
っ
た
鹿
の
腹
の
中
の
包
み
は
胎
児
で
、
村
人

は
こ
れ
を
五
穀
の
種
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
こ
の
鹿
は
、
収
獲

の
後
に
死
ん
で
春
に
蘇
る
穀
霊
の
象
徴
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
行
事

は
穀
霊
の
死
と
再
生
を
実
演
し
て
い
る
も
の
と
言
え
る
。
そ
し
て
こ
の
事
例
を

参
考
に
し
て
み
る
と
、
鹿
と
牛
と
の
違
い
は
あ
る
が
、﹁
春
牛
﹂
の
行
事
に
も

同
様
の
観
念
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
実
は
、
こ
の
こ
と

を
確
認
す
る
も
う
一
つ
の
﹁
春
牛
﹂
の
事
例
が
次
の
書
物
に
見
ら
れ
る
の
で
あ

る
。永

井
龍
造
の
﹃
支
那
民
俗
誌
﹄
は
一
九
四
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
本
で
、
著
者

が
自
身
の
見
聞
を
踏
ま
え
て
中
国
の
民
俗
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
本
の
中
に
浙
江
省
嘉
興
府
の
﹁
春
牛
﹂
の
行
事
の
二
日
目
の
﹁
打
春
﹂
の
報

告
が
あ
る
。
や
は
り
要
約
の
形
で
示
そ
う
。

立
春
の
日
に
な
る
と
、
知
府
と
知
県
は
と
も
に
花
紙
製
の
長
さ
三
尺
ば
か

り
の
春
鞭
で
土
製
の
春
牛
を
打
つ
。
こ
れ
が
終
わ
り
二
人
が
退
場
す
る

と
、
周
り
の
群
衆
が
一
斉
に
春
牛
め
が
け
て
飛
び
か
か
り
、
先
を
争
っ
て

春
牛
を
敲
い
て
そ
の
土
塊
を
奪
い
合
っ
て
取
る
。
こ
の
土
塊
を
自
分
の
田

の
中
に
入
れ
る
と
豊
作
に
な
る
と
い
う
の
で
、
春
牛
は
一
瞬
の
う
ち
に
骨

組
み
だ
け
と
な
っ
て
し
ま
う
。
群
衆
が
散
じ
去
る
と
牛
頭
だ
け
を
穀
物
の

倉
庫
に
保
存
し
、
春
牛
の
台
に
使
っ
た
門
扉
は
元
の
門
に
立
て
る
。

27

こ
こ
で
の
春
牛
は
土
牛
で
あ
る
。
今
回
引
か
な
か
っ
た
資
料
で
も
﹁
春
牛
﹂

が
土
牛
で
あ
る
も
の
が
多
い
。
お
そ
ら
く
木
牛
や
張
り
子
の
牛
よ
り
も
土
牛
の

方
が
古
い
の
で
あ
ろ
う
。
世
界
の
神
話
や
習
俗
を
見
て
も
、
牛
は
土
と
深
い
関

係
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
こ
の
事
例
に
お
い
て
、
打
た
れ
て
ば
ら
ば

ら
に
な
っ
た
﹁
土
牛
﹂
は
豊
穣
の
象
徴
で
あ
り
、
穀
霊
の
代
表
と
し
て
の
牛
の

犠
牲
と
復
活
の
ド
ラ
マ
が
こ
こ
で
も
演
じ
ら
れ
て
い
る
。

﹃
清
俗
紀
聞
﹄
の
﹁
春
牛
﹂
で
は
大
牛
の
腹
の
中
か
ら
小
牛
が
取
り
出
さ
れ

て
い
る
。﹃
支
那
民
俗
誌
﹄
の
﹁
土
牛
﹂
は
自
身
が
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
新
し

い
生
命
の
種
と
な
る
。
古
戸
の
﹁
初
午
の
種
取
り
﹂
で
は
、
腹
を
裂
か
れ
る
鹿

と
村
人
に
分
割
さ
れ
る
五
穀
の
種
を
象
徴
す
る
鹿
の
胎
児
が
登
場
す
る
。
こ
れ

ら
の
例
を
総
合
す
る
と
き
、
牛
や
鹿
を
主
人
公
と
す
る
穀
霊
の
死
と
再
生
と
い

う
物
語
が
浮
か
び
上
が
る
の
で
あ
る
が
、
済
州
島
の
﹁
ナ
ク

ス
ェ
カ
サ
﹂
も
や

は
り
こ
の
物
語
の
部
分
的
な
再
現
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
済
州
島
の

立
春
ク
ッ
は
、
こ
の
行
事
を
中
心
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
春
祭
の
目
的
を

は
っ
き
り
と
わ
れ
わ
れ
に
示
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
、
コ
ウ
ク

テ
│
境
界
の
祭
壇

神
に
関
連
す
る
済
州
島
の
民
俗
の
考
察
の
最
後
に
防
邪
用
塔
と
か
コ
ウ
ク

テ

と
か
呼
ば
れ
る
石
塔
を
取
り
上
げ
よ
う
。
用
語
は
コ
ウ
ク

テ
を
使
用
す
る
。

コ
ウ
ク

テ
は
、
た
く
さ
ん
の
石
を
円
錐
形
な
い
し
円
筒
形
に
高
く
積
み
上
げ

た
石
の
塔
で
済
州
島
の
あ
ち
こ
ち
の
村
々
に
存
在
す
る
。
こ
の
塔
は
村
の
入
り
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口
や
海
・
山
・
野
に
向
き
合
っ
て
い
る
場
所
な
ど
、
い
わ
ば
村
の
境
界
領
域
に

作
ら
れ
る
。
防
邪
用
塔
の
名
が
一
般
化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う

に
、
邪
霊
の
村
へ
の
侵
入
を
防
ぎ
村
人
や
家
畜
や
財
産
を
守
る
機
能
を
持
つ
と

さ
れ
る
。
塔
の
上
壇
に
何
も
置
か
れ
な
い
場
合
も
あ
る
が
、
人
像
・
烏
・
男
根

な
ど
の
形
の
立
石
が
置
か
れ
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
中
に
は
立
石
の
か
わ
り
に

木
の
ソ
ッ
テ
︵so

tte

︶
が
立
て
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。︵
図

︶
11

こ
の
コ
ウ
ク

テ
の
形
態
に
近
い
も
の
を
他
の
地
域
か
ら
探
す
と
、
全
羅
道
の

石
塔
と
モ
ン
ゴ
ル
の
オ
ボ
の
二
つ
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
さ
ら
に
韓
国
の

村
々
の
城
隍
堂
の
中
に
も
類
似
の
形
態
が
見
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
を

含
め
た
境
界
の
祭
壇
の
意
義
を
、
さ
ら
に
広
い
ア
ジ
ア
地
域
の
事
例
に
広
げ
て

比
較
考
察
し
て
み
よ
う
。

コ
ウ
ク

テ
の
中
に
は
、
石
積
み
の
壇
の
上
に
烏
形
の
立
石
や
鳥
が
い
る
ソ
ッ

テ
が
立
て
ら
れ
て
い
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
ア
ジ
ア
の
他
の

地
域
の
境
界
の
祭
壇
に
も
そ
の
頂
上
に
鳥
の
像
が
据
え
ら
れ
て
い
る
も
の
が
た

く
さ
ん
あ
る
。
ま
ず
こ
の
鳥
の
あ
る
祭
壇
か
ら
比
較
を
始
め
て
み
よ
う
。

タ
イ
国
の
ア
カ
族
は
、
村
の
入
口
と
出
口
に
ロ
コ
ー
ン
と
呼
ば
れ
る
門
を
作

る
。︵
図

︶
こ
れ
は
村
に
悪
霊
が
侵
入
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

12

門
は
二
本
の
丸
太
の
柱
の
上
に
一
本
の
角
材
の
笠
木
を
の
せ
た
も
の
で
、﹁
柱

の
間
隔
と
高
さ
は
、
村
長
の
人
体
寸
法
で
一
尋
と
一
肘
、
笠
木
は
一
尋
半
の
長

さ
で
あ
る
。﹂
笠
木
の
上
に
は
木
彫
り
の
鳥
が
数
羽
と
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
村

28

の
調
査
を
行
な
っ
た
鳥
越
憲
三
郎
は
、
こ
れ
は
日
本
の
鳥
居
の
祖
型
で
あ
り
、

﹁
鳥
居
﹂
の
名
称
も
か
つ
て
そ
の
上
に
鳥
を
置
い
て
い
た
こ
と
か
ら
き
て
い
る

と
述
べ
て
い
る
。
日
本
の
弥
生
時
代
の
遺
跡
か
ら
木
彫
り
の
鳥
が
い
く
つ
も
発

見
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
推
定
に
は
一
定
の
蓋
然
性
が
あ
ろ
う
。

全
羅
北
道
の
山
間
村
の
入
口
に
作
ら
れ
る
石
の
塔
本
体
の
上
に
は
鳥
の
立
石

は
な
い
が
、
塔
の
横
に
先
端
に
鳥
が
い
る
ソ
ッ
テ
が
数
本
立
っ
て
い
る
。
こ
れ

は
年
に
一
度
の
タ
プ

チ
ェ
︵tap

ch
e

塔
祭
︶
の
と
き
に
立
て
加
え
ら
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
ソ
ッ
テ
は
、
京
畿
道
を
中
心
に
村
の
入
口
に
あ
る
チ
ャ
ン
ス
ン

︵ch
an
g
seu

n
g

︶
の
周
り
に
も
立
て
ら
れ
て
い
る
。
モ
ン
ゴ
ル
の
オ
ボ
︵o

b
o

︶

の
壇
の
上
に
も
、
鳥
の
像
を
立
て
た
り
鳥
が
と
ま
っ
た
木
竿
を
立
て
る
こ
と
が

あ
る
。

29次
の
事
例
は
、
江
戸
時
代
後
期
︵
十
九
世
紀
前
半
︶
の
北
越
後
の
民
俗
を

綴
っ
た
鈴
木
牧
之
編
撰
﹃
北
越
雪
譜
﹄
の
中
に
見
え
る
小
千
谷
の
斎さ
い

の
神
の
祭

り
の
祭
壇
で
あ
る
。

こ
れ
を
ま
つ
る
に
そ
の
町
々
に
お
の
お
の
毎
年
さ
だ
め
の
場
所
あ
り
て
そ

の
所
の
雪
を
ふ
み
か
た
め
、
さ
し
わ
た
し
三
間
ば
か
り
に

周
め
ぐ
ら

し
た
る
高

さ
六
・
七
尺
の
円ま
ろ

き
壇
を
雪
に
て
作
り
、
︵
中
略
︶
壇
の
中
央

ま
ん
な
か

に
杉
の
な

ま
木
を
た
て
て

柱
は
し
ら

と
し
、
正
月
か
ざ
り
た
る
も
の
な
に
く
れ
と
な
く
こ

の

柱
は
し
ら

に
む
す
び
つ
け
又
は
積つ
み

あ
げ
て
、
七
五
三

し

め

を
も
っ
て
上
よ
り
む
す

び
め
ぐ
ら
し
て
蓑み
の

の
ご
と
く
に
な
し
、
此

頂
い
た
だ
き

に
大
根

だ
い
こ
ん

注
連
し

め

と
い
ふ
も
の

の
左
右
に
開
た
る
扇
を
つ
け
て
飛ひ

鳥て
う

の

状
か
た
ち

を
作
り
つ
け
る
。

30

﹁
さ
い
の
か
み
﹂
の
祭
り
は
、
今
で
も
日
本
の
関
東
甲
信
越
地
域
を
中
心
に

行
な
わ
れ
て
い
る
小
正
月
の
行
事
で
、
韓
国
の
タ
ル

チ
プ

テ
ウ
ギ
︵tal-

jip
-teu

g
i

月
小
屋
焼
き
︶
に
似
た
、
円
錐
形
の
小
屋
を
焼
く
火
祭
り
で
あ
る
。

小
千
谷
の
祭
り
で
も
、
こ
の
円
錐
形
の
作
り
物
は
、
町
の
繁
盛
と
町
人
の
幸
福

を
祈
る
祭
祀
を
行
な
っ
た
後
に
火
を
つ
け
て
焼
か
れ
る
。
今
、
小
千
谷
の
祭
り
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で
注
目
し
た
い
の
は
、
現
在
行
な
わ
れ
て
い
る
他
の
地
域
の
も
の
と
違
っ
て
、

こ
の
作
り
物
が
雪
の
壇
の
上
に
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
、
頂
上
に
飛
鳥
の
形
に

扇
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
済
州
島
の
コ
ウ
ク

テ
や
モ

ン
ゴ
ル
の
オ
ボ
と
類
似
の
構
造
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。﹃
北
越
雪
譜
﹄
に
は

こ
の
装
置
の
絵
図
が
載
っ
て
い
る
。︵
図

︶
ち
な
み
に
﹁
さ
い
の
か
み
﹂
と

13

は
﹁
塞
︵
さ
え
︶
の
神
﹂
と
も
呼
ば
れ
、
コ
ウ
ク

テ
や
オ
ボ
と
同
様
の
防
邪
の

機
能
を
持
つ
神
で
あ
る
。

現
在
の
日
本
の
鳥
居
は
、
村
の
入
口
に
あ
る
の
で
も
な
い
し
、
笠
木
に
鳥
が

い
る
の
で
も
な
い
。
ま
た
、
石
積
み
の
壇
の
上
に
立
て
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
も

な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
鳥
居
の
後
世
的
な
姿
で
、
わ
ず
か
に
残
さ
れ
た
痕
跡
を

探
っ
て
い
く
と
そ
の
元
の
姿
が
見
え
て
く
る
。

例
え
ば
滋
賀
県
の
琵
琶
湖
畔
に
あ
る
菅
浦
に
は
葭
葺
き
の
屋
根
を
持
つ
門
が

村
の
入
口
と
出
口
に
建
て
ら
れ
て
い
る
。︵
図

︶
四
本
の
柱
の
上
に
屋
根
が

14

の
っ
て
い
る
の
で
鳥
居
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
れ
は
村
に
邪
悪
な
も

の
が
入
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
あ
る
も
の
で
、
機
能
は
ア
カ
族
の
村
の
門

と
同
じ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
両
者
を
比
較
し
た
鳥
越
憲
三
郎
が
撮
っ
た
菅

浦
の
門
の
写
真
に
は
、
門
の
片
側
に
大
型
の
石
が
建
物
の
半
分
近
く
の
高
さ
ま

で
山
型
に
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
鳥
居
も
も
と
は
ア
カ
族

31

の
門
と
同
じ
よ
う
に
村
の
入
口
に
あ
っ
て
防
邪
の
役
を
果
た
す
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
が
推
測
さ
れ
る
と
同
時
に
、
石
積
み
も
ま
た
同
様
の
機
能
を
果
た
す
も
の

で
、
し
か
も
鳥
居
と
極
め
て
親
和
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
。

鳥
居
と
石
積
み
と
の
親
和
性
は
次
の
二
つ
の
例
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
。

︵
ア
︶
日
本
で
は
神
社
の
鳥
居
の
笠
木
の
上
に
参
詣
者
が
下
か
ら
石
を
投

げ
あ
げ
る
習
慣
が
あ
る
。

32

︵
イ
︶
ト
カ
ラ
の
中
之
島
八
幡
祠
の
鳥
居
の
下
︵
笠
木
の
真
下
︶
に
は
白

礫
が
盛
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
︵
図

︶

33

15

と
こ
ろ
で
鳥
居
と
い
う
も
の
は
、
上
の
笠
木
を
取
り
払
え
ば
地
面
に
柱
を
突

き
立
て
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
柱
の
上
に
そ
の
名
の
と
お
り
鳥
が
置
か

れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ソ
ッ
テ
と
同
じ
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
ソ
ッ
テ

が
石
の
塔
の
横
に
立
て
ら
れ
た
り
石
積
み
の
上
に
立
て
ら
れ
る
の
と
同
じ
よ
う

に
、
実
は
日
本
に
お
い
て
も
鳥
居
を
含
め
て
祭
壇
と
し
て
の
柱
の
周
辺
に
は
石

積
み
に
類
し
た
も
の
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

︵
ウ
︶﹁
伊
勢
神
宮
の
内
外
宮
の
鳥
居
や
熱
田
神
宮
の
柱
の
根
も
と
が
、
小

石
根
巻
に
な
っ
て
い
る
﹂。

34

︵
エ
︶
伊
勢
神
宮
の
内
外
宮
の
正
殿
の
床
下
の
中
央
に
は

忌
柱

い
み
ば
し
ら

と
い
う
神

秘
な
柱
が
立
て
ら
れ
て
い
る
が
、﹁﹃

貞
和
御
飾

じ
ょ
う
わ
お
ん
か
ざ
り
き

﹄
な
ど
に
よ
る
と
、
こ

れ
の
周
り
に
、
天
平
瓮

あ
め
の
ひ
ら
か

と
い
う
土
器
を
、
八
百
枚
も
積
み
重
ね
て
置
い
て

い
る
と
い
う
。﹂

35

︵
オ
︶
京
都
太
秦
の

木

嶋

坐

こ
の
し
ま
に
い
ま
す

天
照
御
魂
神
社
の
境
内
に
あ
る
三
つ
柱
の

鳥
居
︵
三
本
の
柱
が
三
本
の
笠
木
で
繋
が
っ
て
い
る
も
の
︶
は
、
三
つ
の

柱
の
内
側
に
石
の
山
が
積
ま
れ
て
い
る
。

36

東
シ
ベ
リ
ア
の
ヤ
ク
ー
ト
族
は
馬
乳
酒
を
捧
げ
て
祭
り
を
行
な
う
が
、
そ
の

祭
壇
は
鳥
居
の
よ
う
な
も
の
に
三
本
の
白
樺
の
枝
を
立
て
た
も
の
で
あ
る
。

︵
図

︶
村
人
は
そ
の
祭
壇
の
周
囲
に
集
ま
り
、
春
の
祭
り
で
は
天
の
神
と
地

16

の
神
に
家
畜
の
増
殖
、
人
畜
の
息
災
、
食
糧
の
豊
穣
を
、
冬
の
祭
り
で
は
破
壊

の
悪
霊
に
長
い
冬
の
間
の
村
人
の
無
事
を
祈
願
す
る
。
こ
こ
に
は
鳥
は
い
な
い

37
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が
、
日
本
の
鳥
居
も
本
来
は
聖
所
の
単
な
る
入
口
と
い
う
よ
り
、
こ
の
よ
う
な

素
朴
な
祭
壇
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ア
カ
族
の
門
な
ど
を
参
考
に
す
る

と
、
そ
の
よ
う
な
祭
壇
は
人
の
居
住
空
間
の
入
口
に
設
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
ち
な
み
に
、
チ
ャ
ン
ス
ン
や
ソ
ッ
テ
が
立
て
ら
れ
た
韓
国

の
城
隍
堂
な
ど
も
こ
れ
ら
と
類
似
の
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

日
本
の
神
社
の
中
に
は
、
村
人
が
村
の
境
界
に
設
け
た
こ
の
よ
う
な
素
朴
な

祭
壇
か
ら
発
達
し
た
も
の
が
多
い
。
伊
勢
神
宮
が
建
物
を
支
え
て
も
い
な
い
床

下
の
忌
柱
を
最
も
神
聖
な
も
の
と
し
て
い
る
の
も
こ
の
古
い
形
を
残
し
た
も
の

で
あ
る
と
言
え
る
が
、
次
に
紹
介
す
る
淡
路
島
の
イ
ザ
ナ
ギ
神
宮
の
本
殿
に

も
、
こ
の
よ
う
な
原
型
か
ら
の
社
殿
形
成
の
記
憶
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

れ
は
﹃
日
本
の
神
々
﹄
の
中
で
松
前
健
が
報
告
し
た
事
例
で
あ
る
。

現
在
の
本
殿
は
、
明
治
以
後
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
で
は
、
今
の

本
殿
地
の
と
こ
ろ
に
、
芝
生
と
石
積
み
が
あ
り
、
こ
れ
が
禁
足
地
と
な
っ

て
い
て
、
こ
れ
を
神
陵
と
呼
ん
で
い
た
。
現
在
で
も
、
床
下
に
は
神
聖
な

石
積
み
が
あ
っ
て
、
社
殿
以
前
の
面
影
を
残
し
て
い
る
。

38

以
上
の
い
く
つ
か
の
事
例
か
ら
、
柱
と
石
積
み
が
、
村
の
境
界
に
設
け
ら
れ

て
防
邪
の
機
能
も
持
つ
原
始
的
な
祭
壇
の
最
も
基
本
的
な
構
成
要
素
で
あ
る
こ

と
が
理
解
で
き
よ
う
。
ア
カ
族
の
村
の
門
や
ヤ
ク
ー
ト
族
の
鳥
居
型
祭
壇
は
、

柱
を
基
本
と
し
て
石
積
み
を
欠
く
も
の
で
あ
っ
た
。
只
今
見
た
淡
路
島
の
イ
ザ

ナ
ギ
神
社
の
本
殿
は
、
も
と
は
石
積
み
の
み
で
柱
は
そ
こ
に
は
な
か
っ
た
。
こ

れ
ら
の
事
例
で
、
境
界
の
祭
壇
は
そ
の
ど
ち
ら
か
一
つ
で
も
成
り
立
つ
も
の
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
の
両
者
が
結
合
し
た
も
の
に
は
、
村
人
の
生
活
を

守
る
祭
壇
と
し
て
さ
ら
に
強
力
な
力
が
期
待
で
き
よ
う
。
こ
の
結
合
の
形
態
を

最
も
完
全
な
形
で
保
持
し
て
い
る
も
の
は
モ
ン
ゴ
ル
の
オ
ボ
で
あ
ろ
う
が
、

︵
図

︶
こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
に
、
鳥
居
や
城
隍
堂
、
そ
れ
に
済
州
島
の
コ
ウ

17

ク

テ
に
も
こ
の
結
合
は
不
完
全
な
形
で
は
あ
る
が
伺
え
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
こ
れ
ら
の
境
界
の
祭
壇
を
建
造
す
る
と
き
、
そ
の
中
や
下
に
何
を
埋

め
る
の
か
を
見
て
お
こ
う
。

鳥
越
が
調
査
し
た
ア
カ
族
の
村
で
は
、﹁
門
は
一
肘
の
深
さ
に
掘
ら
れ
て
建

て
る
が
、
左
側
の
柱
の
穴
に
村
長
は
生
卵
・
銀
貨
・
米
を
埋
め
、
水
を
そ
そ

ぐ
﹂
と
い
う
。
埋
め
る
の
で
は
な
く
石
積
み
と
同
様
に
積
み
重
ね
た
も
の
で
あ

39

る
が
、
伊
勢
神
宮
の
忌
柱
の
も
と
に
は
八
〇
〇
枚
の
土
器
が
置
か
れ
る
。
モ
ン

ゴ
ル
の
新
巴
爾
虎
の
オ
ボ
祭
で
は
、
祭
り
の
二
・
三
日
前
か
ら
﹁
オ
ボ
に
新
し

い
柳
條
を
挿
し
、
壺
に
穀
物
、
銭
な
ど
を
入
れ
て
堆
石
の
中
に
埋
め
準
備
を
整

え
る
。﹂
そ
し
て
、
済
州
島
の
コ
ウ
ク

テ
の
石
積
み
の
中
に
は
、
豚
・
頸
木
・

40

犂
の
へ
ら
・
鉄
釜
・
青
銅
茶
碗
の
ほ
か
、
五
穀
飯
・
匙
・
し
ゃ
も
じ
・
箕
・
焼

紙
・
火
鉢
な
ど
が
埋
め
ら
れ
て
い
る
。

41

祭
壇
の
下
の
こ
れ
ら
の
品
は
呪
物
と
し
て
埋
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
ら
が
何
を
意
味
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
は
正
確
に
は
わ
か
ら
な

い
。
し
か
し
総
合
し
て
考
え
る
と
、
一
つ
に
は
こ
れ
ら
は
こ
の
祭
壇
に
祀
ら
れ

て
い
る
神
や
精
霊
に
対
す
る
供
物
の
性
格
を
持
つ
こ
と
が
わ
か
る
し
、
ま
た
そ

の
神
に
対
す
る
祈
願
の
た
め
の
品
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

済
州
島
の
コ
ウ
ク

テ
に
関
し
て
は
、
そ
の
品
の
埋
め
方
を
具
体
的
に
記
し
た

次
の
よ
う
な
報
告
も
あ
る
。

塔
を
積
み
上
げ
る
前
に
、
あ
ら
か
じ
め
鉄
の
釜
に
五
穀
飯
を
い
れ
た
も

の
を
置
い
て
、
そ
の
上
に
御
飯
茶
碗
二
個
を
置
き
、
匙
二
十
五
個
を
挿
し

− 24−



て
、
そ
の
上
に
石
を
積
み
上
げ
た
と
い
う
。

42

こ
れ
は
一
九
三
八
年
に
梨
湖
洞
コ
ル

ワ
ッ
︵k

o
lw
at

︶
村
の
塔
を
作
っ
た
時

の
話
で
あ
る
。
匙
を
二
十
五
個
挿
し
た
の
は
、
当
時
の
村
の
戸
数
に
合
わ
せ
た

も
の
で
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
村
の
全
戸
が
こ
の
中
に
い
る
神
に
五
穀
飯
を
供

え
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
済
州
島
の
コ
ウ
ク

テ
と
、
そ
の
性
格
が
近
い
ア
ジ
ア
に
お
け
る
境
界

の
祭
壇
と
を
比
較
し
て
き
た
。
そ
の
比
較
を
踏
ま
え
て
最
後
に
コ
ウ
ク

テ
の
形

態
と
そ
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
お
こ
う
。

コ
ウ
ク

テ
の
形
態
の
基
本
は
石
積
み
で
あ
る
。
そ
し
て
多
く
の
コ
ウ
ク

テ
で

こ
の
上
に
立
石
・
柱
・
樹
木
な
ど
が
付
け
加
わ
っ
て
い
る
。
柱
の
上
に
は
烏
が

と
ま
っ
て
い
る
が
、
立
石
は
烏
の
形
を
し
た
も
の
の
ほ
か
に
、
男
ま
た
は
女
の

顔
を
刻
ん
だ
も
の
、
男
根
の
形
の
も
の
、
単
な
る
立
石
な
ど
が
あ
る
。
と
こ
ろ

で
こ
れ
ら
の
立
石
は
石
柱
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
コ
ウ
ク

テ

も
や
は
り
ア
ジ
ア
の
他
の
地
域
の
祭
壇
と
同
様
に
、
石
積
み
と
柱
の
組
み
合
わ

せ
を
基
本
と
す
る
も
の
と
言
え
る
。

さ
て
、
こ
の
石
積
み
と
柱
に
よ
る
祭
壇
は
ど
の
よ
う
な
神
の
祭
壇
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
機
能
的
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
神
の
性
格
を
そ
こ
に
認
め
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
祭
壇
の
こ
の
二
つ
の
要
素
の
形
態
か
ら
み
て
、
単

純
に
言
え
ば
天
の
神
︵
な
い
し
精
霊
︶
と
地
の
神
︵
な
い
し
精
霊
︶
の
存
在
を

そ
こ
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
立
石
も
含
め
て
柱
は
、
天
に
延
び

る
棒
で
あ
る
と
同
時
に
地
に
打
ち
込
ま
れ
た
棒
で
あ
る
。
鳥
は
天
と
の
交
通
を

象
徴
し
て
い
る
し
、
男
根
は
土
地
と
の
性
交
を
暗
示
し
て
い
る
。
石
積
み
も
ま

た
、
上
方
へ
の
指
向
と
地
下
と
の
境
界
性
の
両
者
を
保
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
済
州
島
の
コ
ウ
ク

テ
に
も
こ
の
天
地
の
神
や
精
霊
が
往
来
す

る
場
と
い
う
性
格
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
コ
ウ
ク

テ
は
一
名
防
邪

用
塔
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
こ
の
塔
の
歴
史
を
遡
れ
ば
、
防
邪
は
こ
の
境
界
に
往

来
す
る
天
神
・
地
神
の
持
つ
多
く
の
機
能
の
う
ち
の
一
つ
な
の
で
あ
っ
た
。

※

本
稿
は
、
二
〇
一
二
年
五
月
十
九
日
に
済
州
島
済
州
石い
し

文
化
公
園
で
行
な
わ
れ
た
東

ア
ジ
ア
国
際
神
話
学
術
大
会
︵
済
州
石
文
化
公
園
・
済
州
大
学
校
耽
羅
文
化
研
究
所
・

韓
国
口
碑
文
学
会
主
催
︶
に
お
け
る
発
表
︵
韓
国
語
︶
を
も
と
に
し
て
い
る
。

注
１

玄
容
駿
﹃
済
州
島
巫
俗
の
研
究
﹄
第
一
書
房
、
一
九
八
五
年
、
一
九
一
～
一
九
二

ペ
ー
ジ
。

２

張
籌
根
﹃
韓
国
の
民
間
信
仰
︵
論
考
篇
︶﹄
興
山
社
、
一
九
七
三
年
、
二
〇
一
～
二
〇

二
ペ
ー
ジ

参
照
。

３

金
宅
圭
﹃
韓
国
農
耕
歳
時
の
研
究
︵
下
巻
︶﹄
第
一
書
房
、
一
九
三
七
年
、
一
一
一
～

一
一
五
ペ
ー
ジ
ペ
ー
ジ
参
照
。

４

鳥
越
憲
三
郎
﹃
雲
南
か
ら
の
道
﹄
講
談
社
、
一
九
八
三
年
、
六
二
ペ
ー
ジ
。

５

鳥
越
憲
三
郎
、
前
掲
書
、
五
六
ペ
ー
ジ
。

６

Ｇ
・
ド
メ
ー
ニ
グ
﹁
平
戸
の
ト
ビ
ヤ
シ
ロ
│
藁
宮
の
起
源
と
発
達
│
﹂﹃
社
会
と
伝

承
﹄
一
五
︵
一
︶
、
一
九
七
六
年
。

７

東
南
ア
ジ
ア
稲
作
民
族
文
化
綜
合
調
査
団
﹃
メ
コ
ン
紀
行
﹄
読
売
新
聞
社
、
一
九
五

九
年
、
一
四
六
～
一
四
七
ペ
ー
ジ
。
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８

綾
部
恒
雄
﹁
東
南
ア
ジ
ア
大
陸
諸
民
族
の
„
穀
霊
	
観
念
﹂︹﹃
社
会
人
類
学
﹄
二

︵
三
︶
、
一
九
五
九
年
︺
の
中
の
翻
訳
に
よ
る
。

９

井
本
英
一
﹃
境
界
・
祭
祀
空
間
﹄
平
河
出
版
者
、
一
九
八
五
年
、
二
九
一
ペ
ー
ジ
参

照
。角

田
恵
重
﹁
上
州
の
春
駒
﹂
﹃
郷
土
研
究
﹄
一
︵
一
〇
︶
、
一
九
一
三
年
参
照
。

10

浅
香
怜
子
﹁
本
土
︵
や
ま
と
︶
と
沖
縄
を
つ
む
ぐ
春
駒
と
じ
ゅ
り
馬
に
つ
い
て
﹂︵
二

11
〇
一
二
年
二
月
芸
能
学
会
研
究
大
会
発
表
資
料
︶
参
照
。

佐
々
木
喜
善
﹁
馬
首
農
神
譚
﹂
﹃
郷
土
研
究
﹄
五
︵
三
︶
、
一
九
三
一
年
参
照
。

12

内
モ
ン
ゴ
ル
出
身
の
文
化
人
類
学
者
、
財
吉
拉
胡
の
談
話
に
よ
る
。

13

秋
葉
隆
﹁
済
州
島
に
於
け
る
蛇
鬼
の
信
仰
﹂
﹃
靑
丘
学
叢
﹄
七
、
一
九
三
二
年
。

14

秋
葉
隆
﹁
巨
済
島
の
立
竿
民
俗
﹂
﹃
朝
鮮
民
俗
﹄
一
。

15

宋
錫
夏
﹁
風
神
考
﹂
﹃
震
檀
学
報
﹄
一
、
一
九
三
四
年
。

16

秋
葉
隆
﹁
済
州
島
に
於
け
る
蛇
鬼
の
信
仰
﹂

17

秋
葉
隆
﹁
巨
済
島
の
立
竿
民
俗
﹂

18

宋
錫
夏
﹁
風
神
考
﹂
、
筆
者
翻
訳
。

19

秋
葉
隆
﹁
巨
済
島
の
立
竿
民
俗
﹂
参
照
。

20

玄
容
駿
﹃
改
訂
版

済
州
島
巫
俗
資
料
辞
典
﹄
図
書
出
版
カ
ク
︵
각
︶、
二
〇
〇
七
年
、

21
六
四
ペ
ー
ジ
。

村
の
古
老
の
記
憶
に
よ
れ
ば
二
〇
〇
〇
年
の
時
点
で
﹁
五
、
六
〇
年
前
ま
で
も
行
な

22
わ
れ
て
い
た
﹂
と
い
う
︵
文
武
秉
﹃
耽
羅
立
春
ク
ン
ノ
リ
︵
탐
라

입
춘
굿
놀
이
︶﹄
済

州
伝
統
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
ペ
ー
ジ
参
照
︶
。
ま
た
、
日
本
の
植
民
地
時
代

の
立
春
ク
ッ
に
関
す
る
記
録
に
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
鳥
居
龍
蔵
﹁
民
族
学
上
よ
り

見
た
る
済
州
島
︵
耽
羅
︶
﹂
︵
﹃
東
亜
之
光
﹄
九
︵
一
二
︶
、
一
〇
︵
二
︶、
一
九
一
四
・
一

九
一
五
年
、
後
に
﹃
日
本
周
囲
民
俗
の
原
始
宗
教
﹄
岡
書
店
、
一
九
二
四
年
に
収
録
︶。

金
斗
奉
﹃
済
州
島
実
記
﹄
済
州
島
実
蹟
研
究
社
、
一
九
三
六
年
。
全
羅
南
道
済
州
道
庁

﹃
未
開
の
宝
庫
済
州
道
﹄
一
九
二
四
年
。

金
斗
奉
﹃
済
州
島
実
記
﹄
済
州
島
実
蹟
研
究
社
、
一
九
三
六
年
、
一
九
～
二
一
ペ
ー

23
ジ
、
筆
者
翻
訳
。

伊
藤
好
英
﹃
折
口
学
が
読
み
解
く
韓
国
芸
能
﹄
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六

24
年
、
一
一
六
～
一
二
一
ペ
ー
ジ

参
照
。

中
川
忠
英
﹃
清
俗
紀
聞

一
﹄
平
凡
社
、
一
九
六
六
年
、
六
九
ペ
ー
ジ
。

25

早
川
孝
太
郎
﹁
山
村
手
記
﹂﹃
早
川
孝
太
郎
全
集
﹄
Ⅱ
、
未
来
社
、
一
九
七
二
年
、
四

26
〇
一
～
四
〇
二
ペ
ー
ジ
参
照
。

永
井
龍
造
﹃
支
那
民
俗
誌
﹄
支
那
民
俗
誌
刊
行
会
、
一
九
四
一
年
、
八
〇
八
～
八
〇

27
九
ペ
ー
ジ
参
照
。

鳥
越
憲
三
郎
﹃
雲
南
か
ら
の
道
﹄
講
談
社
、
一
九
八
三
年
、
六
八
～
七
〇
ペ
ー
ジ
参

28
照
。ド

ル
ヂ
・
バ
ン
ザ
ロ
フ
、
白
鳥
倉
吉
訳
﹁
黒
教
或
ひ
は
蒙
古
人
に
於
け
る
シ
ャ
マ
ン

29
教
﹂﹃
北
亞
細
亞
学
報
﹄
一
、
一
九
四
二
年
、
二
五
ペ
ー
ジ
参
照
。
赤
松
智
城
・
秋
葉
隆

﹃
満
蒙
の
民
族
と
宗
教
﹄
大
阪
屋
号
書
店
、
一
九
四
一
年
、
二
五
二
ペ
ー
ジ
参
照
。

鈴
木
牧
之
編
撰
、
岡
田
武
松
校
訂
﹃
北
越
雪
譜
﹄
岩
波
書
店
、
一
九
三
六
年
、
二
四

30
二
～
二
四
三
ペ
ー
ジ
。

鳥
越
憲
三
郎
﹃
雲
南
か
ら
の
道
﹄
講
談
社
、
一
九
八
三
年
、
七
四
ペ
ー
ジ
。

31

モ
ン
ゴ
ル
で
も
人
々
は
、
小
石
を
拾
っ
て
オ
ボ
に
投
げ
あ
げ
る
習
慣
が
あ
る
。
大
塚

32
和
義
﹁
は
る
か
な
る
遊
牧
の
民
﹂﹃
え
と
の
す
﹄
二
三
、
一
九
八
四
年
参
照
。

白
木
原
和
美
﹁
ト
カ
ラ
海
峡
﹂﹃
え
と
の
す
﹄
二
、
一
九
七
五
年
、
三
五
ペ
ー
ジ
参

33
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照
。井

本
英
一
﹃
死
と
再
生
﹄
人
文
書
院
、
一
九
八
二
年
、
二
〇
九
ペ
ー
ジ
。

34

松
前
健
﹃
日
本
の
神
々
﹄
中
央
公
論
新
社
、
一
九
七
四
年
、
一
七
五
ペ
ー
ジ
。

35

井
本
英
一
﹃
境
界
・
祭
祀
空
間
﹄
平
河
出
版
社
、
一
九
八
五
年
、
一
三
七
ペ
ー
ジ
参

36
照
。江

上
波
夫
﹃
ユ
ウ
ラ
シ
ア
古
代
北
方
文
化
﹄
全
国
書
房
一
九
四
八
年
、
二
三
〇
ペ
ー

37
ジ
参
照
。

松
前
健
﹃
日
本
の
神
々
﹄
二
九
ペ
ー
ジ
。

38

鳥
越
憲
三
郎
﹃
雲
南
か
ら
の
道
﹄
七
〇
ペ
ー
ジ
。

39

赤
松
智
城
・
秋
葉
隆
﹃
満
蒙
の
民
族
と
宗
教
﹄
二
六
一
ペ
ー
ジ
。

40

姜
彰
彦
﹁
済
州
道
の
防
邪
用
塔
︵
제
주
도
의

방
사
용

탑
︶
﹂
﹃
済
州
島
史
研
究
﹄
四
、

41
一
九
九
五
年
参
照
。
チ
ョ
ン
ウ
ン
ソ
ン
︵
정
은
선
︶
﹁
済
州
島
の
塔
と
コ
ウ
ク
テ
に
関
す

る
研
究
︵
제
주
도
의

답
과
거
욱
대
에

관
한

연
구
︶
﹂
済
州
大
学
校
修
士
論
文
、
一
九

九
九
年
参
照
。

チ
ョ
ン
ウ
ン
ソ
ン
︵
정
은
선
︶
、
前
掲
論
文
、
二
八
ペ
ー
ジ
、
筆
者
翻
訳
。

42
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図１ 済州島城邑里のパッチルソン（撮影：筆者）
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図２ アカ族の初穂を入れた竹筒（『雲南からの

道』より）

図３ ラオス 稲積みの上のクワンと初穂（『メコン紀

行』より）

図４ 春駒（提供：浅香怜子）
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図５ じゅり馬（提供：浅香怜子）

図６ モンゴル 馬頭の棒などの法具（提供：財吉拉）
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図７ 長野県新野のにゅう木（撮影：筆者）

図８ 耽羅国立春クンノリ（撮影：筆者）
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図９ 『清俗紀聞』にみえる春牛迎春の絵

図10 『清俗紀聞』に見える大歳廟打牛の絵
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図11 済州島のコウクテ（撮影：筆者）

図12 アカ族のロコーン（『雲南からの道』より）
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図13 『北越雪譜』に見える斎の神の祭りの絵

図14 菅浦の村門（『雲南からの道』よ

り）

図15 中之島八幡祠の鳥居（「トカラ海峡」より）
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図16 ヤクート族の馬乳酒祭（『ユウラシア古代北方文化』より）

図17 モンゴルのオボ（大塚和義「はるかなる遊牧の民」『えとのす』23より）


