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一
　
お
に
と
神
と

「
お
に
」
と
言
ふ
語
こ
と
ばに
も
、
昔
か
ら
諸
説
が
あ
つ
て
、
今
は
外
来
語
だ
と
す

る
の
が
最
勢
力
が
あ
る
が
、
お
に
は
正
確
に
「
鬼
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
言
ふ
用
語
例
は
な
い
の
だ
か
ら
、
わ
た
し
は
外
来
語
で
は
な
い
と
思
う
て

ゐ
る
。
さ
て
、
日
本
の
古
代
の
信
仰
の
方
面
で
は
、
か
み
（
神
）
と
、
お
に

（
鬼
）
と
、
た
ま
（
霊
）
と
、
も
の
と
の
四
つ
が
、
代
表
的
な
も
の
で
あ
つ

た
か
ら
、
此
等
に
就
て
、
総
括
的
に
述
べ
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

鬼
は
怖
い
も
の
、
神
も
現
今
の
様
に
抽
象
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、
も
つ
と

畏
し
い
も
の
で
あ
つ
た
。
今
日
の
様
に
考
へ
ら
れ
出
し
た
の
は
、
神
自
身
の
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向
上
し
た
為
で
あ
る
。
た
ま
は
眼
に
見
え
、
輝
く
も
の
で
、
形
は
ま
る
い
の

で
あ
る
。
も
の
は
、
極
抽
象
的
で
、
姿
は
考
へ
な
い
の
が
普
通
で
あ
つ
た
。

此
は
、
平
安
朝
に
入
つ
て
か
ら
、
勢
力
が
現
れ
た
の
で
あ
る
。

お
に
は
「
鬼
」
と
い
ふ
漢
字
に
飜
さ
れ
た
為
に
、
意
味
も
固
定
し
て
、
人
の

死
ん
だ
も
の
が
鬼
で
あ
る
、
と
考
へ
ら
れ
る
様
に
な
つ
て
了
う
た
の
で
あ
る

が
、
も
と
は
、
ど
ん
な
も
の
を
斥サ
し
て
お
に
と
称
し
た
の
で
あ
ら
う
か
。

現
今
の
神
々
は
、
初
め
は
低
い
地
位
の
も
の
だ
つ
た
の
が
、
次
第
に
高
く
な

つ
て
行
つ
た
の
で
、
朝
廷
か
ら
神
に
位
を
授
け
ら
れ
た
こ
と
を
見
て
も
、
此

は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
即
、
神
社
の
神
は
階
級
の
低
い
も
の
で
あ
つ
た
。
土

地
の
精
霊
は
、
土
地
と
関
係
す
る
こ
と
が
深
く
な
る
に
連
れ
て
、
位
を
授
け

ら
れ
る
様
に
な
つ
て
行
つ
た
の
で
、
其
以
前
の
神
と
言
へ
ば
即
、
常
世
神
だ
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つ
た
の
で
あ
る
。

常
世
神
と
は
　
　
此
は
わ
た
し
が
仮
り
に
命ナヅ
け
た
名
で
あ
る
が
　
　
海
の
彼

方
の
常
世
の
国
か
ら
、
年
に
一
度
或
は
数
度
此
国
に
来
る
神
で
あ
る
。
常
世

神
が
来
る
時
は
、
其
前
提
と
し
て
、
祓
へ
を
す
る
。
後
に
、
陰
陽
道
の
様
式

が
這
入
つ
て
か
ら
、
祓
へ
の
前
提
と
し
て
、
神
が
現
れ
る
様
に
も
な
つ
た
。

が
、
常
世
神
は
、
海
の
彼
方
か
ら
来
る
の
が
ほ
ん
と
う
で
、
此
信
仰
が
変
化

し
て
、
山
か
ら
来
る
神
、
空
か
ら
来
る
神
と
言
ふ
風
に
、
形
も
変
つ
て
行
つ

た
。
此
処
に
、
高
天
原
か
ら
降
り
る
神
の
観
念
が
形
づ
く
ら
れ
て
来
た
の
で

あ
る
。
今
も
民
間
で
は
、
神
は
山
の
上
か
ら
来
る
と
考
へ
て
ゐ
る
処
が
多
い
。

此
等
の
神
は
、
実
は
其
性
質
が
鬼
に
近
づ
い
て
来
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
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二
　
祭
り
に
出
る
お
に

春
の
祭
り
に
は
、
一
年
中
の
農
作
を
祝
福
す
る
の
が
、
普
通
で
あ
つ
た
。
其

に
は
、
其
年
の
農
作
の
豊
け
さ
を
、
仮
り
に
眼
前
に
髣
髴
さ
せ
よ
う
と
し
た
。

か
う
し
た
春
の
農
作
物
祝
福
の
祭
り
の
系
統
を
、
は
な
ま
つ
り
と
言
ふ
。
新

・
旧
正
月
に
通
じ
て
、
今
年
の
農
作
は
か
く
の
如
く
あ
る
様
に
、
と
具
体
的

に
示
す
。
此
春
の
祭
り
に
は
、
お
に
が
出
て
来
る
の
だ
。

お
に
は
、
実
に
訣
ら
ぬ
怪
物
で
あ
る
。
出
雲
の
杵
築
の
春
祭
り
に
も
「 

番  

バ
ン
ナ

内 イ
」
と
い
ふ
お
に
が
出
て
来
る
。
此
は
、
追
儺
と
一
緒
に
な
つ
て
了
う
て

ゐ
る
。
歩
射
ホ
シ
ヤ
の
神
事
に
は
、
節
分
の
日
昏
れ
、
或
は
大
晦
日
の
日
昏
れ
に
、

馬
場
な
ど
に
的
を
造
つ
て
、
射
る
こ
と
が
あ
る
。
此
を
鬼
矢
来
の
式
と
称
す
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る
が
、
此
は
逆
で
、
神
の
来
る
式
に
お
に
や
ら
ひ
の
式
が
混
入
し
、
村
人
の

お
に
の
信
仰
が
変
化
し
て
結
び
つ
き
、
こ
ん
な
矛
盾
し
た
形
が
出
来
た
の
で

あ
ら
う
。

社
々
で
行
は
れ
て
ゐ
る
神
楽
に
は
、
鬼
が
現
れ
て
す
る
問
答
が
あ
る
。
鬼
が

言
ひ
ま
か
さ
れ
て
逃
げ
て
行
く
処
が
、
神
楽
の
大
事
な
部
分
で
あ
る
。
此
考

へ
は
、
追
儺
の
式
と
同
じ
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
も
矛
盾
が
沢
山
あ
る
。
歳
神

と
言
ふ
の
は
、
毎
年
春
の
初
め
に
、
空
か
山
の
上
か
ゝ
ら
来
る
神
で
、
年
の

暮
れ
に
村
人
が
歳
神
迎
へ
に
行
く
。
其
時
に
は
、
山
の
中
の
神
の
宿
る
木
を

見
つ
け
て
、
其
木
に
神
の
魂
を
載
せ
て
帰
る
。
か
う
し
た
意
味
で
、
門
松
の

行
事
の
行
は
れ
て
ゐ
る
地
方
が
、
沢
山
あ
る
。
此
時
神
は
、
門
松
に
唯
一
人

で
載
つ
て
来
る
の
で
は
な
く
て
、
大
勢
眷
属
を
率
ゐ
て
来
る
の
で
あ
る
。
か
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う
し
た
神
を
祀
る
処
は
歳
棚
で
、
歳
棚
の
供
物
に
は
、
鏡
餅
・
粢
シ
ト
ギ・
握
り
飯

等
が
あ
る
が
、
皆
魂
の
象
徴
で
あ
つ
た
の
だ
。
其
数
は
、
平
年
に
は
十
二
、

閏
年
に
は
十
三
で
あ
る
。
此
は
、
神
の
眷
属
は
大
勢
あ
る
が
、
一
个
月
に
一

人
づ
ゝ
来
る
も
の
と
見
て
、
此
習
慣
が
出
来
た
の
で
あ
ら
う
。

信
州
下
伊
那
郡
新
野
ニ
ヒ
ノ
で
は
、
正
月
十
三
日
か
十
四
日
に
、
門
松
と
一
緒
に
立

て
か
け
て
お
い
た
に
う
ぎ
を
、
を
が
み
場
所
に
配
つ
て
歩
く
。
此
を
お
に
き

と
言
ふ
。
其
頃
は
ち
よ
う
ど
、
歳
神
を
送
る
日
に
当
る
が
、
其
日
に
は
鬼
が

来
る
と
称
し
、
針
為
事
を
控
へ
る
。
此
処
で
は
歳
神
は
鬼
と
似
た
性
質
を
持

つ
て
ゐ
て
、
や
は
り
、
眷
属
を
連
れ
て
来
る
。

此
と
同
様
な
事
は
、
盆
に
も
す
る
。
盆
棚
は
事
実
、
歳
神
の
棚
と
同
じ
意
味

で
す
る
地
方
が
あ
る
。
精
霊
・
わ
き
・
と
も
と
、
そ
れ
／
″
＼
区
別
し
て
、
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棚
を
拵
へ
る
こ
と
も
す
る
。
盆
の
変
つ
た
行
事
と
し
て
は
、
生
御
霊
の
行
事

が
あ
る
。
其
は
、
大
き
な
家
の
子
方
に
当
る
人
々
は
、
盆
の
間
に
其
親
方
の

家
に
挨
拶
に
行
く
。
大
き
な
鯖サバ
を
携
へ
て
行
き
、
親
方
の
為
に
お
め
で
た
ご

と
を
述
べ
る
の
で
あ
る
。

此
式
は
室
町
頃
か
ら
続
い
た
こ
と
で
、
田
舎
か
ら
京
へ
出
た
の
だ
ら
う
と
思

ふ
。
正
月
に
朝
覲
行
幸
を
せ
ら
れ
る
の
も
、
実
は
此
生
御
霊
と
同
様
な
行
事

で
あ
る
。
此
信
仰
は
す
べ
て
、
吾
々
は
生
御
霊
を
持
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
考
へ

か
ら
出
た
も
の
で
、
吾
々
の
身
体
か
ら
生
御
霊
は
離
れ
よ
う
〳
〵
と
し
、
或

は
外
物
に
誘
は
れ
て
、
出
よ
う
〳
〵
と
し
て
ゐ
る
の
を
、
抑
へ
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
子
方
は
親
方
の
生
御
霊
を
抑
へ
に
行
く
の
で
あ
り
、
祝
福
し
に
行

く
の
で
あ
る
。
今
に
用
ゐ
る
正
月
の
「
お
め
で
た
う
」
と
い
ふ
挨
拶
は
、
其
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祝
福
の
詞
の
固
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
其
に
し
て
も
、
何
故
鯖サバ
を
携
へ
て
行

く
の
か
は
、
訣
ら
な
い
。
一
体
、
神
に
捧
げ
る
食
物
と
、
精
霊
に
捧
げ
る
食

物
と
は
異
つ
て
ゐ
て
、
精
霊
に
捧
げ
る
の
を
産サ
飯バ
と
言
ふ
が
、
其
語
が
鯖
に

考
へ
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
後
期
王
朝
に
は
、
生
御
霊
と
死
御
霊
と

二
つ
あ
つ
た
。
死
御
霊
は
常
に
、
生
御
霊
を
誘
ひ
出
さ
う
と
す
る
。

琉
球
の
石
垣
島
の
盆
の
祭
り
に
は
、
沢
山
の
精
霊
が
出
て
来
た
。
即
、
お
し

ま
ひ
（
爺
）
・
あ
つ
ぱ
あ
（
婆
）
が
多
く
の
眷
属
を
ひ
き
つ
れ
て
現
れ
、
家

々
を
廻
つ
て
、
祝
福
を
し
て
歩
く
。
此
群
を
あ
ん
が
ま
あ
と
言
ひ
、
大
倭
か

ら
来
る
も
の
と
考
へ
て
ゐ
る
が
、
其
は
海
の
彼
方
の
理
想
郷
か
ら
で
あ
ら
う
。

春
の
初
め
の
清
明
節
に
は
、
ま
や
の
神
と
言
ふ
神
が
現
れ
る
。
此
は
台
湾
の

蕃
人
も
持
つ
て
ゐ
る
信
仰
で
あ
る
。
ま
や
は
即
ま
や
の
国
か
ら
来
る
神
で
、
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簑
笠
で
顔
を
裹つつ
ん
で
来
て
、
や
は
り
、
家
々
を
祝
福
し
て
廻
る
。
宮
良
メ
イ
ラ
村
に

は
、
海
岸
に
な
び
ん
づ
う
と
言
ふ
洞
穴
が
あ
つ
て
、
黒
ま
た
・
赤
ま
た
と
称

す
る
二
人
の
神
が
現
れ
る
。
ま
た
は
蛇
の
こ
と
で
あ
る
。
此
神
は
、
顔
に
は

面メン
を
被
り
、
体
は
蔓
で
飾
り
、
二
神
揃
つ
て
踊
れ
ば
、
村
の
若
者
も
此
を
中

心
に
し
て
踊
り
出
す
。
此
時
、
若
者
は
、
若
者
に
な
る
洗
礼
を
受
け
る
の
だ

か
ら
、
成
年
戒
の
意
味
も
含
ま
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

か
う
し
た
神
々
の
来
臨
は
、
曾
て
、
水
葬
せ
ら
れ
た
先
祖
の
霊
が
一
処
に
集

合
し
て
ゐ
て
、
其
処
か
ら
来
る
の
で
あ
る
、
と
考
へ
た
も
の
ら
し
く
、
此
等

の
神
は
、
非
常
に
恐
れ
ら
れ
て
ゐ
る
の
を
見
て
も
、
古
い
意
味
を
持
つ
て
ゐ

る
の
で
あ
る
。
簑
笠
を
著
け
て
家
に
入
る
こ
と
の
出
来
る
の
は
、
神
の
み
で

あ
る
か
ら
、
中
で
も
、
あ
ん
が
ま
あ
と
言
ふ
祖
先
の
霊
の
出
る
祭
り
は
、
最
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古
い
意
味
を
持
つ
て
ゐ
る
も
の
と
思
は
れ
る
。
其
が
、
盆
の
行
事
と
結
合
し

て
、
遺
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。

此
信
仰
の
源
は
一
つ
で
あ
る
が
、
三
様
に
岐
れ
て
ゐ
る
。
内
地
の
例
に
当
て
ゝ

見
れ
ば
、
よ
く
訣
る
こ
と
で
、
最
初
の
考
へ
は
、
死
霊
の
来
る
こ
と
で
あ
る
。

此
死
霊
を
は
つ
き
り
伝
へ
た
村
と
、
祝
福
に
来
る
常
世
神
の
信
仰
を
持
ち
続

け
た
村
と
が
あ
る
。
内
地
で
は
此
観
念
が
変
つ
て
、
山
或
は
空
か
ら
来
る
も

の
と
考
へ
る
様
に
な
つ
て
ゐ
る
。

歳
神
は
、
祖
先
の
霊
が
一
个
年
間
の
農
業
を
祝
福
し
に
来
る
の
で
、
此
を
迎

へ
る
為
に
歳
棚
を
作
る
の
で
あ
る
が
、
今
は
門
松
ば
か
り
を
樹
て
る
や
う
に

な
つ
て
了
う
た
。
多
く
の
眷
属
を
伴
つ
て
来
る
の
で
、
随
つ
て
供
物
も
沢
山

供
へ
る
。
そ
の
供
物
自
身
が
神
の
象
徴
な
の
で
あ
る
。
古
い
信
仰
で
は
、
餅
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・
握
り
飯
は
魂
の
象
徴
で
あ
つ
た
。
だ
か
ら
、
餅
が
白
鳥
に
な
つ
て
飛
ぶ
事

の
訣
も
わ
か
る
の
で
あ
る
。
白
鳥
は
も
と
よ
り
、
魂
の
象
徴
で
あ
る
。

神
が
大
勢
眷
属
を
連
れ
て
来
る
の
は
、
群
行
の
様
式
で
あ
る
。
仮
装
の
古
い

も
の
に
風
流
フ
リ
ウ
が
あ
り
、
仏
教
味
が
加
は
つ
て 

練  

道 

レ
ン
ダ
ウ

と
な
る
が
、
源
は
皆
一

つ
で
、
神
の
行
列
で
あ
る
。
初
春
に
神
の
群
行
が
あ
る
の
は
固
有
で
あ
る
が
、

盆
に
来
る
の
は
、
仏
教
と
融
合
し
て
ゐ
る
。
徒
然
草
に
、
東
国
で
は
大
晦
日

の
晩
に
魂
祭
り
を
し
た
こ
と
が
見
え
る
。
歳
神
と
同
じ
で
あ
り
、
更
に
初
春

に
来
る
鬼
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
三
　
土
地
の
精
霊
と
常
世
神
と
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ま
き
む
く
の
穴
師
の
山
の
山
人
と
、
人
も
見
る
か
に
、
山
か
つ
ら
せ
よ

古
今
集
巻
二
十
に
、
か
う
い
ふ
歌
が
あ
る
。
柳
田
国
男
先
生
が
古
今
集
以
前

に
、
既
に
、
此
風
は
あ
つ
た
ら
し
い
、
と
言
つ
て
居
ら
れ
る
通
り
、
大
嘗
祭

に
は
、
日
本
中
の
出
来
る
だ
け
多
く
の
民
族
が
出
て
来
た
も
の
で
、
穴
師
山

の
山
人
も
其
一
つ
な
の
で
あ
る
。
即
、
土
地
の
神
々
が
、
祭
り
に
参
与
す
る

と
言
ふ
考
へ
が
、
か
う
し
た
し﹅
き﹅
た﹅
り﹅
を
産
ん
だ
の
で
あ
る
。
彼
等
は
、
彼

等
の
神
の
代
表
者
と
し
て
来
り
加
は
り
、
神
と
精
霊
と
問
答
を
し
、
結
局
、

精
霊
が
負
け
る
と
言
ふ
行
事
を
す
る
こ
と
に
な
つ
て
居
た
の
だ
。

此
形
は
、
あ
ま
ん
じ
や
く
が
何
で
も
人
に
反
対
す
る
と
言
ふ
事
に
残
つ
て
ゐ

る
。
あ
ま
ん
じ
や
く
は
即
、
土
地
の
精
霊
で
、
日
本
紀
に
は
、
天アマ
探
女
サ
グ
メ
と
し

て
其
話
が
あ
り
、
古
事
記
や
万
葉
集
に
も
見
え
る
。
や
は
り
、
何
に
で
も
邪

14鬼の話



魔
を
入
れ
る
、
と
い
ふ
名
ま
へ
で
あ
ら
う
。
神
々
が
土
地
を
開
拓
し
よ
う
と

す
る
時
、
邪
魔
を
す
る
の
は
、
何
時
も
天
探
女
で
あ
る
。
即
、
土
地
の
精
霊

な
の
で
あ
る
。
此
天
探
女
は
、
実
に
日
本
芸
術
の
発
足
の
源
を
な
し
て
ゐ
る

も
の
で
あ
る
。
其
為
事
は
、

　
　
一
　
も
の
ま
ね
↓
芸
能
（
舞
踊
）

　
　
一
　
人
に
反
対
す
る
こ
と
↓
狂
言
（
お
ど
け
）

即
、
日
本
の
芸
術
、
尠
く
と
も
演
芸
の
発
生
を
為
す
も
の
で
あ
る
。
狂
言
は
、

江
戸
に
入
つ
て
初
め
て
勢
力
が
出
た
。
も
の
ま
ね
と
は
、
ち
よ
う
ど
反
対
の

立
場
に
あ
る
。

猿
楽
で
は
を
か
し
と
い
ひ
、
延
年
舞
で
は
も
ど
き
と
称
し
て
、
所
謂
も
ど
き

開
口
の
儀
式
を
す
る
者
が
あ
る
。
も
ど
き
が
、
殊
に
有
力
な
働
き
を
す
る
の
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は
田
楽
で
、
随
つ
て
寺
院
の
舞
踊
に
這
入
つ
て
ゐ
る
。
ひ
よ
つ
と
こ
は
、
そ

の
最
近
く
ま
で
残
つ
た
形
で
あ
る
。
も
ど
き
は
即
「
も
ど
く
」
意
で
、
反
対

す
る
事
を
現
す
。
日
本
の
芸
術
で
は
、
歌
の
掛
け
合
ひ
か
ら
既
に
も
ど
き
で

あ
る
。
神
と
精
霊
と
の
問
答
が
、
歌
垣
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
源
に
溯
る
と
、

あ
ら
ゆ
る
方
面
に
も
ど
き
が
現
れ
て
ゐ
る
。

能
楽
の
面
に  

大    

癋  

オ
ホ
ベ
シ
ミ

と
言
ふ
の
が
あ
る
が
、
癋
ベ
シ
ミは
「
へ
し
む
」
と
い
ふ
動

詞
か
ら
出
た
名
詞
で
、
口
を
拗
り
曲
げ
て
ゐ
る
様
で
あ
る
。
神
が
土
地
の
精

霊
と
問
答
す
る
時
、
精
霊
は
容
易
に
口
を
開
か
な
い
。
尤
、
物
を
言
は
な
い

時
代
を
越
す
と
、
口
を
開
く
や
う
に
も
な
つ
た
が
、
返
事
を
せ
な
い
か
、
或

は
反
対
ば
か
り
す
る
か
で
あ
つ
て
、
此
二
つ
の
方
面
が
、  

大    

癋  

オ
ホ
ベ
シ
ミ

の
面
に

現
れ
て
ゐ
る
の
だ
。
一
体
日
本
に
は
、
古
く
か
ら
面
の
あ
つ
た
こ
と
を
示
す
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証
拠
は
あ
る
。
併
し
、
外
来
の
面
が
急
速
に
発
達
し
た
為
、
在
来
の
面
は
、

其
影
を
潜
め
た
の
で
あ
る
。

開
口
は
、
口
を
無
理
に
開
か
せ
て
返
事
を
さ
せ
る
事
で
、
其
を
司
る
者
は
脇

役
で
あ
る
。
し
て
は
神
で
、
わ
き
は
其
相
手
に
当
る
。
か
う
し
た
わ
き
の
為

事
が
分
化
し
て
来
る
と
、
狂
言
に
な
る
の
だ
。
勿
論
、
狂
言
は
、
能
楽
以
前

か
ら
あ
つ
た
も
の
で
あ
る
。  

大    

癋  

オ
ホ
ベ
シ
ミ

の
面
は
、
全
く
口
を
閉
ぢ
て
ゐ
る
貌

で
あ
る
が
、
此
面
に
は
、
尊
い
神
の
命
令
を
聴
く
と
言
ふ
外
に
、
其
命
令
を

伝
達
す
る
と
言
ふ
、
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。
即
、
神
で
あ
り
、
お
に
で
あ
る

の
だ
。

ま
た
一
方
、
恐
怖
の
方
面
の
み
を
考
へ
た
の
が
、
鬼
と
な
つ
た
。
鬼
と
言
ふ

語
は
、
仏
教
の
羅
卒
と
混
同
し
て
、
牛ゴ
頭ヅ
・
馬メ
頭ヅ
の
様
に
想
像
せ
ら
れ
て
し
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ま
う
た
。
其
以
前
の
鬼
は
、
常
世
神
の
変
態
で
あ
る
の
だ
が
、
次
弟
に
変
化

し
て
、
初
春
の
鬼
は
、
全
く
羅
卒
の
如
き
も
の
と
考
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
初
め
は
神
が
出
て
来
て
、
鬼
を
屈
服
さ
せ
て
行
く
の
だ
が
、
後
に

は
、
神
と
鬼
と
の
両
方
面
を
、
鬼
が
つ
と
め
る
こ
と
に
な
つ
て
行
つ
た
。
鬼

が
相
手
方
に
移
つ
て
行
つ
た
の
で
あ
る
。
田
楽
で
は
、
鬼
と
天
狗
と
を
扱
う

て
ゐ
る
。
一
体
、
田
楽
は
宿
命
的
に
、
天
狗
と
鬼
と
を
結
合
さ
せ
て
ゐ
る
。

此
は
演
劇
の
発
足
を
示
す
も
の
で
、
初
め
は
し
て
が
鬼
、
わ
き
が
も
ど
き
で

あ
つ
た
。

村
々
の
大
切
な
儀
式
に
鬼
が
参
加
す
る
こ
と
は
、
今
も
、
処
々
に
残
つ
て
ゐ

る
重
大
な
こ
と
で
あ
る
。
壱
岐
の
島
へ
行
く
と
、
お
に
や
と
言
ふ
も
の
が
あ

る
が
、
此
は
古
墳
に
相
違
な
い
。
此
処
に
は
昔
、
鬼
が
棲
ん
だ
と
言
は
れ
て
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ゐ
る
。
対
馬
へ
行
く
と
、
や
ぼ
さ
と
言
ふ
場
所
が
神
聖
視
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

初
春
に
は
、
殊
に
大
切
に
取
り
扱
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
此
処
に
は
、
祖
先
の
最

古
い
人
が
住
ん
で
ゐ
る
と
考
へ
ら
れ
、
非
常
に
恐
れ
ら
れ
て
ゐ
る
。

昔
は
、
海
辺
の
洞
穴
に
死
人
を
葬
つ
た
が
、
後
に
は
其
処
を
神
の
通
ひ
場
所

と
考
へ
る
様
に
な
つ
た
。
沖
縄
の 

石  

垣 

イ
シ
ガ
キ

島
の
宮
良
メ
イ
ラ
村
で
は
、
な
び
ん
づ
う

の
鬼
屋
オ
ニ
ヤ
に
十
三
年
目
毎
に
這
入
つ
て
行
つ
て
、
若
衆
入
り
の
儀
式
を
挙
げ
る
。

恐
る
べ
き
鬼
は
、
時
に
は
、
親
し
い
懐
し
い
心
持
ち
の
鬼
で
も
あ
る
。
仏
教

で
言
ふ
鬼
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。

か
う
し
た
鬼
を
扱
ふ
方
法
を
、
昔
の
人
々
は
よ
く
知
つ
て
ゐ
た
。
あ
る
じ
と

言
ふ
語
は
、
ま
れ
び
と
即
、
常
世
神
に
対
す
る
馳
走
を
意
味
す
る
。
日
本
の

宴
会
に
は
後
世
ま
で
、
古
代
の
神
祭
り
の
儀
式
の
な
ご
り
が
、
沢
山
遺
つ
て
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ゐ
る
。
武
家
の
間
で
馳
走
の
時
、
お
に
と
言
ふ
名
の
役
が
出
た
事
も
、
か
う

し
て
見
て
初
め
て
意
味
が
よ
く
訣
る
。

ま
れ
び
と
な
る
鬼
が
来
た
時
に
は
、
出
来
る
限
り
の
款
待
を
し
て
、
悦
ん
で

帰
つ
て
行
つ
て
も
ら
ふ
。
此
場
合
、
神
或
は
鬼
の
去
る
に
対
し
て
は
、
な
ご

り
惜
し
い
様
子
を
し
て
送
り
出
す
。
即
、
村
々
に
取
つ
て
は
、
よ
い
神
で
は

あ
る
が
、
長
く
滞
在
さ
れ
て
は
困
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
次
回
に
来
る

ま
で
、
再
、
戻
つ
て
来
な
い
様
に
す
る
の
だ
。
か
う
し
た
神
の
観
念
、
鬼
の

考
へ
が
、
天
狗
に
も
同
様
に
変
化
し
て
行
つ
た
の
は
、
田
楽
に
見
え
る
処
で

あ
る
。
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