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月
14
日
、
土
曜
日
。
琵
琶
湖
の
湖
上
に
一
艘
の
観
光

船
が
乗
り
出
し
た
。
だ
が
、
こ
の
船
は
ふ
だ
ん
琵
琶

湖
を
行
き
来
し
て
い
る
観
光
船
と
は
様
子
が
違
う
。
甲
板
に

は
黒
い
ス
ー
ツ
に
身
を
固
め
た
男
た
ち
が
集
ま
り
、
そ
の
中

に
宮
司
ら
し
い
人
物
の
姿
も
見
え
る
。
彼
ら
は
春
の
琵
琶
湖

の
光
景
を
楽
し
む
い
と
ま
も
な
く
、
慌
た
だ
し
く
甲
板
を
動

き
回
っ
て
い
た
。

　

こ
の
人
々
は
近
江
の
粟
津
五
社
の
ひ
と
つ
、
石い
わ
い坐
神
社
の

宮
司
と
氏
子
た
ち
。大
津
市
に
あ
る
日
吉
大
社
の
山
王
祭
で
、

今
年
の
「
粟
津
の
御ご

く供
」
を
担
当
す
る
当
番
に
当
た
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

編
集
部
は
「
粟
津
の
御
供
」
が
行
わ
れ
る
「
神み
こ
し輿
渡と

御ぎ
ょ

」

に
同
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
。「
神
輿
渡
御
」
は
山
王
祭
の

中
で
も
最
終
日
前
日
に
行
わ
れ
る
大
き
な
行
事
で
あ
る
。
日

吉
大
社
に
あ
る
七
基
の
神
輿
が
台
船
に
載
せ
ら
れ
、
曳
航
さ

れ
て
琵
琶
湖
を
行
く
。
粟
津
五
社
の
う
ち
そ
の
年
の
当
番
を

務
め
る
神
社
で
は
、
前
日
か
ら
「
粟
津
の
御
供
」
と
呼
ば
れ

か
ら
金
色
に
き
ら
め
く
船
が
や
っ
て
き
た
。
正
確
に
は
台
船

に
載
せ
ら
れ
た
神
輿
が
、
陽
光
を
受
け
て
き
ら
め
い
て
い
る

の
で
あ
る
。

「
粟
津
の
御
供
」
は
、
日
本
が
古
来
受
け
継
い
で
き
た
、
あ

る
「
も
て
な
し
の
形
」
の
象
徴
と
も
い
え
る
神
事
で
あ
る
。

山
王
祭
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
神
事
が
行
わ
れ
る
が
、
年
に
一
度

山
か
ら
下
り
て
こ
ら
れ
る
神
々
を
も
て
な
す
た
め
に
、
人
々

が
心
を
砕
い
た
あ
か
し
で
も
あ
る
。

「
粟
津
の
御
供
」
に
限
ら
ず
、
日
本
に
は
地
域
に
根
付
い
た

さ
ま
ざ
ま
な
年
中
行
事
が
あ
り
、
そ
の
中
で
多
彩
な
も
て
な

し
の
形
が
受
け
継
が
れ
て
き
た
。馴
染
み
深
い
と
こ
ろ
で
は
、

年
越
し
か
ら
正
月
に
か
け
て
行
わ
れ
る
行
事
が
思
い
浮
か

ぶ
。
現
在
東
京
で
は
大
晦
日
に
年
越
し
蕎
麦
を
食
べ
、
除
夜

の
鐘
を
聞
き
、
元
旦
に
は
寺
社
へ
お
参
り
し
、
雑
煮
や
お
せ

ち
料
理
を
食
べ
る
コ
ー
ス
が
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
と
思
わ
れ
て

い
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
本
来
は
大
晦
日
に
歳
神
様
を
お
迎
え
す
る
こ
と

の
方
が
重
要
だ
っ
た
。
一
家
の
主
人
は
神
棚
を
掃
除
し
、
新

し
い
幣
帛
を
切
っ
て
飾
り
付
け
、
榊
や
お
神
酒
を
供
え
る
。

ご
馳
走
を
食
べ
る
の
は
正
月
で
は
な
く
大
晦
日
で
あ
る
。
地

域
ご
と
に
伝
わ
る
伝
統
的
な
大
晦
日
の
ご
馳
走
を
ま
ず
神
棚

る
特
別
の
お
供
え
を
氏
子
が
総
出
で
こ
し
ら
え
、
湖
上
で
神

輿
に
奉
る
の
で
あ
る
。
乗
船
後
、
忙
し
く
立
ち
働
い
て
い
た

の
は
、
船
の
甲
板
部
分
に
急
遽
祭
壇
を
し
つ
ら
え
る
た
め
だ

っ
た
。
そ
こ
に
用
意
さ
れ
た
「
粟
津
の
御
供
」
を
並
べ
、
飾

り
付
け
を
し
て
神
輿
の
到
着
を
待
つ
。

　

当
日
は
晴
れ
て
い
た
が
湖
上
は
強
風
が
吹
き
、
準
備
も
大

変
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
船
に
揚
げ
ら
れ
た
「
粟
津
神
社
」
の

幟
が
風
に
は
た
め
く
姿
は
勇
壮
で
、
い
か
に
も
全
国
の
日
吉

神
社
を
従
え
る
日
吉
大
社
の
祭
ら
し
い
華
や
か
さ
で
あ
る
。

向
か
い
風
に
逆
ら
っ
て
船
を
進
め
る
こ
と
約
40
分
。
向
こ
う

無
形
の
カ
ミへの
奉
仕
に

見
出
す
も
て
な
し
の
本
質

4
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「
粟
津
の
御
供
」の
準
備
を
す
る
石
坐
神
社
の
氏
子
た
ち
。
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（
と
き
に
は
仏
壇
に
も
）
に
お
供
え
し
、
家
族
全
員
で
お
参

り
を
し
て
歳
神
様
を
お
迎
え
し
た
の
ち
、
人
間
た
ち
は
同
じ

メ
ニ
ュ
ー
を
い
た
だ
く
（
神
人
共
食
）。
そ
れ
が
メ
イ
ン
エ

ベ
ン
ト
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、

●  

神
は
ど
こ
か
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
や
っ
て
く
る

●  

人
々
は
そ
の
神
を
迎
え
、
も
て
な
す

　

と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
民
俗
学
の
巨
人
・
折
口
信
夫
は

「
マ
レ
ビ
ト
」
と
い
う
概
念
を
提
唱
し
た
。
マ
レ
ビ
ト
＝
客

人
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
遠
い
と
こ
ろ
か
ら
人
々
が
住
む
と
こ

ろ
に
や
っ
て
く
る
異
人
で
あ
り
、
幸
を
も
た
ら
す
と
共
に
、

と
き
に
は
（
対
応
を
誤
る
と
）
災
い
も
持
っ
て
き
か
ね
な
い

存
在
だ
っ
た
。
人
々
は
マ
レ
ビ
ト
に
一
定
期
間
心
地
よ
く
滞

在
し
て
も
ら
い
、
再
び
送
り
出
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ

の
た
め
に
は
「
も
て
な
し
」
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。

　

日
本
の
祭
や
年
中
行
事
を
調
べ
て
み
る
と
、こ
の
「
迎
え
」

「
も
て
な
し
」「
送
り
」
の
組
み
合
わ
せ
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て

い
る
こ
と
が
多
い
。
ハ
レ
の
日
に
は
ご
馳
走
を
食
べ
る
も
の

だ
が
、
そ
れ
は
ま
ず
神
や
マ
レ
ビ
ト
を
も
て
な
す
た
め
の
も

の
だ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

日
吉
大
社
の
山
王
祭
、特
に
「
粟
津
の
御
供
」
は
そ
の
「
も

て
な
し
」
を
示
す
格
好
の
事
例
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
ま
つ
り

の
中
の
も
て
な
し
は
、
ど
の
よ
う
な
形
態
で
、
ど
ん
な
目
的

を
持
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
の
か
。
次
ペ
ー
ジ
か
ら
検
証
し
て

い
こ
う
。

船で運ばれる「粟津の御供」。奥に見えるのが、台船に載せられた日吉大社7基の神輿。

船上で執り行われる「粟津の御供」奉納の神事。
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回
、
祭
の
も
て
な
し
の
案
内
役
を
依
頼
し
た
の
は
国

立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
研
究
者
、
山
田
慎
也
氏
で
あ

る
。山
田
氏
は
日
本
の
葬
祭
に
関
す
る
研
究
を
続
け
て
き
た
。

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
、
神
仏
へ
の
も
て
な
し
の
事

例
も
集
め
て
い
る
。

　

取
材
し
た
滋
賀
県
大
津
市
の
日
吉
大
社
は
、
神
仏
習
合
の

思
想
に
基
づ
い
て
比
叡
山
延
暦
寺
を
護
持
し
て
き
た
神
社
で

あ
る
。
延
暦
寺
と
日
吉
大
社
の
関
係
は
、
奈
良
の
東
大
寺
と

春
日
大
社
と
の
そ
れ
に
等
し
い
。
日
吉
大
社
の
お
社
は
延
暦

寺
の
門
前
町
・
坂
本
に
あ
り
、
長
い
参
道
の
両
隣
に
は
延
暦

寺
の
塔
中
が
立
ち
並
ん
で
落
ち
着
い
た
光
景
を
形
作
っ
て
い

る
。

　

現
在
で
は
八
王
子
山
に
東
西
の
両
本
宮
の
ほ
か
、
い
く
つ

も
の
社
殿
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
山
頂
付
近
に
は
「
黄
金
の

大
厳
」
と
呼
ば
れ
る
大
き
な
磐い
わ
く
ら座
が
あ
る
。
も
と
も
と
古
神

道
で
は
山
や
石
そ
の
も
の
が
神
の
お
わ
す
磐
座
だ
っ
た
。
今

す
る
と
も
い
わ
れ
る
。
忌
み
籠
り
と
は
精
進
潔
斎
し
て
自
ら

を
清
ら
か
に
保
つ
こ
と
を
い
う
。

　

山
王
祭
は
日
吉
大
社
の
大
き
な
祭
で
あ
る
が
、
山
田
氏
は

先
行
研
究
も
引
き
な
が
ら
、
こ
れ
も
本
来
は
日
本
の
あ
ち
こ

ち
で
見
ら
れ
た
よ
う
な
、
そ
の
地
を
守
る
自
然
神
の
祭
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。

「
も
と
も
と
日
吉
大
社
の
神
は
地
元
の
神
様
、
山
の
神
様
で

あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。地
域
を
守
る
男
女
二
神
で
、

そ
れ
に
神
話
的
知
識
が
加
わ
っ
て
名
前
が
つ
け
ら
れ
た
の
で

し
ょ
う
。
山
の
神
様
は
春
に
な
る
と
山
か
ら
下
り
て
き
て
、

農
耕
を
守
っ
て
く
れ
る
存
在
で
し
た
。
無
事
に
収
穫
が
終
わ

る
と
山
に
戻
っ
て
い
く
。
山
王
祭
で
も
ま
ず
神
輿
を
山
上
に

上
げ
ま
す
が
、
祭
で
大
事
な
の
は
下
り
て
く
る
こ
と
で
す
。

下
り
る
た
め
に
ま
ず
上
げ
て
お
く
。
儀
礼
が
複
層
化
し
て
き

た
も
の
と
い
え
ま
す
。
こ
の
と
き
男
女
二
神
が
忌
み
籠
ら
れ

ま
す
ね
。
こ
れ
も
本
来
は
、
神
と
人
が
共
に
清
浄
に
な
る
こ

と
が
大
切
で
、
人
間
が
清
浄
に
な
る
こ
と
が
メ
イ
ン
だ
と
思

わ
れ
ま
す
」

　

農
耕
を
守
る
自
然
神
だ
っ
た
も
の
が
、
天
智
天
皇
が
大
津

京
を
つ
く
り
、
大
己
貴
神
を
勧
請
し
て
変
貌
を
遂
げ
た
。
も

と
か
ら
い
ら
し
た
神
と
、
あ
と
か
ら
こ
ら
れ
た
神
が
共
存
す

の
お
社
は
そ
の
上
に
建
て
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

御
祭
神
は
、西
本
宮
が
大
己
貴
神（
オ
オ
ナ
ム
チ
ノ
カ
ミ
）、

東
本
宮
が
大
山
昨
神
（
オ
オ
ヤ
マ
ク
イ
ノ
カ
ミ
）。
大
己
貴

神
は
奈
良
・
三
輪
山
の
神
を
天
智
天
皇
が
勧
請
し
た
も
の
で

あ
る
。
な
お
三
宮
宮
に
は
鴨
玉
依
姫
神
荒
魂
（
カ
モ
タ
マ
ヨ

リ
ヒ
メ
ノ
カ
ミ
ノ
ア
ラ
ミ
タ
マ
）
が
祭
ら
れ
て
い
る
。
4
月

12
日
に
行
わ
れ
る
「
午
の
神
事
」
で
は
、
大
山
昨
神
と
鴨
玉

依
姫
神
の
婚
儀
が
行
わ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

山
王
祭
は
3
月
第
1
日
曜
日
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
日
、
ふ

だ
ん
は
神
輿
庫
に
収
め
ら
れ
て
い
る
神
輿
を
山
上
ま
で
担
ぎ

上
げ
る
。
神
輿
が
上
げ
ら
れ
た
後
は
、
4
月
12
日
に
行
わ
れ

る
「
午
の
神
事
」
ま
で
毎
日
氏
子
が
お
山
に
登
っ
て
燈
明
を

献
じ
る
。
こ
の
間
、
大
山
昨
神
と
鴨
玉
依
姫
神
は
忌
み
籠
り

を
な
さ
っ
て
、
荒
魂
を
浄
化
す
る
、
あ
る
い
は
お
見
合
い
を

神
の
生
命
力
を
人
が
い
た
だ
く

今

桜吹雪の中、稚児と甲冑武者らの行列が美しい花渡り式。

やまだ・しんや
国立歴史民俗博物館助教
1997年慶應義塾大学大学
院社会学研究科博士課程単
位取得退学。博士（社会学）。
専門は民俗学。国立民族学
博物館講師などを経て、98
年から国立歴史民俗博物館
に所属。著書論文等は「死
をどう位置づけるのか　葬
儀祭壇の変化に関する一考
察」（国立歴史民俗博物館
研究報告）など。
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る
う
ち
に
、
や
が
て
最
澄
に
よ
っ
て
比
叡
山
延
暦
寺
が
開
か

れ
、
神
仏
習
合
の
大
き
な
神
社
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
。
こ
の

あ
た
り
は
、
神
仏
習
合
思
想
の
発
展
と
共
に
、
日
本
の
あ
ち

こ
ち
で
見
ら
れ
た
変
貌
と
相
似
形
で
あ
ろ
う
。

「
午
の
神
事
」
で
は
、
山
上
に
上
げ
ら
れ
た
神
輿
は
若
者
た

ち
の
手
に
よ
っ
て
、
闇
の
坂
道
を
駆
け
下
り
て
い
く
。
45
度

も
あ
る
急
な
階
段
、
カ
ー
ブ
を
も
の
と
も
し
な
い
勇
壮
な
神

事
に
よ
っ
て
下
ろ
さ
れ
た
神
輿
は
、
東
本
宮
の
拝
殿
に
奉
安

さ
れ
、
神
輿
の
後
ろ
と
後
ろ
を
つ
な
ぐ
「
尻
繋
ぎ
の
神
事
」

が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
は
大
山
昨
神
と
鴨
玉
依
姫
神
の
結
婚
を

意
味
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
二
柱
の
男
女
神
の
結
婚
は
、

や
が
て
出
産
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
が
、
誰
も
が
こ
の
儀
式

は
五
穀
豊
穣
を
祈
る
も
の
だ
と
想
像
で
き
る
こ
と
だ
ろ
う
。

い
か
に
も
農
耕
社
会
ら
し
い
祭
な
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
本
題
で
あ
る
「
も
て
な
し
」
に
つ
い
て
考
え
て
み

よ
う
。
山
王
祭
で
は
4
月
13
日
の
午
後
3
時
か
ら
「
未
の
御

供
献
納
祭
」
が
行
わ
れ
る
な
ら
わ
し
で
あ
る
。
こ
の
御
供
は

京
都
の
室
町
仏
光
寺
の
日
吉
神
社
氏
子
に
よ
っ
て
行
わ
れ

る
。
平
安
期
か
ら
長
く
続
く
神
事
で
あ
る
。
供
え
ら
れ
る
の

は
矢
・
鏡
・
筆
・
人
形
・
造
花
・
菓
子
な
ど
。
こ
の
御
供
は

二
神
の
結
婚
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
御
子
神
に
供
え
ら
れ
る
た

め
、
こ
の
よ
う
な
内
容
と
な
っ
た
と
い
う
。
子
ど
も
が
喜
び

そ
う
な
も
の
や
、
親
が
子
ど
も
に
託
す
願
い
（
矢
や
筆
）
が

伝
わ
っ
て
く
る
品
々
で
あ
る
。
春
の
暖
か
な
午
後
、
宵
宮
場

に
あ
る
四
基
の
神
輿
に
供
え
ら
れ
る
儀
式
は
の
ど
か
で
、
前

夜
の
「
午
の
神
事
」
と
は
趣
を
異
に
す
る
。
こ
ち
ら
は
、
も

と
か
ら
日
吉
大
社
に
い
ら
し
た
神
へ
の
「
御
供
」
と
い
え
る
。

　

す
っ
か
り
日
が
落
ち
て
か
ら
行
わ
れ
る
の
は
勇
壮
な
「
宵

宮
落
し
神
事
」
で
あ
る
。
参
道
の
石
鳥
居
下
付
近
に
あ
つ
ま

っ
た
駕
輿
丁
を
務
め
る
若
者
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
名
前
を
呼

ば
れ
、
大
声
で
返
答
し
た
の
ち
、
大
松
明
を
先
頭
に
参
道
を

い
っ
せ
い
に
駆
け
上
っ
て
い
く
。
町
ご
と
に
定
め
ら
れ
た
神

輿
が
あ
り
、
そ
れ
に
と
り
つ
く
と
神
輿
を
激
し
く
揺
さ
ぶ
り

始
め
る
の
だ
。
1
ト
ン
も
あ
る
神
輿
が
シ
ー
ソ
ー
に
な
っ
た

か
の
よ
う
に
、
大
き
な
音
を
立
て
て
前
後
に
揺
す
ら
れ
、
そ

の
音
が
坂
本
の
町
に
轟
き
渡
る
。

　

激
し
い
動
き
は
鴨
玉
依
姫
神
の
陣
痛
を
表
す
と
い
わ
れ
て

い
る
。
激
し
い
陣
痛
も
当
然
で
、
生
ま
れ
て
く
る
の
は
別
雷

神
（
ワ
ケ
イ
カ
ヅ
チ
ノ
ミ
コ
ト
）
で
あ
る
。
神
々
の
交
わ
り

と
御
子
神
の
出
産
と
い
う
生
命
力
を
謳
歌
す
る
祭
は
、
日
本

古
来
の
祭
の
形
を
体
現
し
て
い
て
、実
に
興
味
深
い
。
た
だ
、

御
子
神
出
産
説
に
は
異
論
も
あ
る
。
景
山
春
樹
の『
神
体
山
』

が
そ
の
代
表
例
で
、
景
山
説
に
つ
い
て
山
田
氏
は
、

「
子
ど
も
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
は
な
く
、
男
女
二
神
が
合

わ
さ
る
こ
と
で
生
命
力
が
復
活
す
る
も
の
と
と
ら
え
て
い
ま

す
。
生
命
力
の
象
徴
と
し
て
子
ど
も
に
な
ぞ
ら
え
る
の
が
わ

か
り
や
す
い
の
で
し
ょ
う
。
若
宮
も
、
子
ど
も
と
い
う
よ
り

新
し
い
力
を
人
格
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
」

　

と
話
す
。

　

毎
年
男
女
二
神
が
子
ど
も
を
生
む
。
そ
れ
は
季
節
が
巡
り

宵宮落し神事。若者たちが1トンもある神輿を前後に揺する。
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春
に
な
っ
て
ま
た
農
作
物
が
栽
培
さ
れ
、
収
穫
さ
れ
る
ま
で

の
新
し
い
力
を
、
山
の
神
様
が
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
を
な

ぞ
ら
え
て
い
る
。

「
天
皇
が
新
た
な
穀
物
を
神
に
奉
げ
、
自
ら
も
食
べ
る
新
嘗

祭
の
場
合
は
、い
ち
ば
ん
力
が
衰
え
た
時
期
に
行
わ
れ
ま
す
。

江
戸
時
代
ま
で
は
旧
暦
の
11
月
、
冬
至
に
近
い
頃
。
収
穫
が

す
べ
て
終
わ
り
、
新
し
い
も
の
が
生
ま
れ
な
い
時
期
に
新
し

い
力
を
神
か
ら
い
た
だ
く
。
そ
こ
が
重
要
で
す
」

　

4
月
14
日
に
は
山
王
祭
の
中
で
も
非
常
に
華
や
か
で
特
徴

の
あ
る
行
事
、「
神
輿
渡
御
」
が
行
わ
れ
る
。
湖
上
で
は
最

初
に
紹
介
し
た
「
粟
津
の
御
供
」
が
あ
る
。
こ
の
御
供
を
、

粟
津
五
社
と
呼
ば
れ
る
5
つ
の
神
社
が
毎
年
持
ち
回
り
で
手

作
り
す
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
。
山
田
氏
に
よ
れ
ば
、

「
こ
ち
ら
の
御
供
は
、
三
輪
山
か
ら
勧
請
さ
れ
た
新
し
い
神

へ
の
も
て
な
し
」

　

と
考
え
ら
れ
る
。
今
年
の
当
番
は
石
坐
神
社
。
13
日
に
行

だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

　

作
業
が
終
わ
っ
て
み
る
と
実
に
綺
麗
な
御
供
が
で
き
あ
が

っ
て
い
た
。
彩
り
よ
く
、
品
数
も
多
い
。
こ
れ
な
ら
神
様
も

喜
ば
れ
そ
う
で
あ
る
。
宮
司
の
濱
中
道
雄
氏
は
、

「
メ
イ
ン
デ
ィ
ッ
シ
ュ
か
ら
デ
ザ
ー
ト
ま
で
、
御
供
の
メ
ニ

ュ
ー
は
よ
く
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
よ
」

　

と
教
え
て
く
れ
た
。
神
を
も
て
な
す
た
め
、
人
々
が
心
を

込
め
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

14
日
の
「
神
輿
渡
御
」
で
は
、
こ
の
御
供
は
粟
津
の
浜
か

ら
唐
崎
神
社
沖
ま
で
船
で
運
ば
れ
た
。
粟
津
側
の
船
に
神
輿

の
載
っ
た
台
船
が
横
付
け
さ
れ
、そ
こ
で
神
事
が
行
わ
れ
る
。

再
び
船
が
離
れ
る
と
き
に
は
両
方
の
船
に
乗
っ
た
人
々
が
一

斉
に
扇
子
を
振
り
合
う
の
が
珍
し
い
。船
が
離
れ
た
と
た
ん
、

宮
司
や
氏
子
た
ち
が
急
い
で
お
供
え
を
湖
に
投
げ
入
れ
始
め

た
。
捨
て
る
わ
け
で
は
な
い
。

「
禅
宗
の
食
事
で
は
、
お
粥
の
中
か
ら
数
粒
を
生さ

飯ば

と
称
し

て
分
け
て
と
っ
て
お
き
、
あ
と
か
ら
鳥
に
与
え
る
習
慣
が
あ

り
ま
す
。
餓
鬼
に
分
け
与
え
る
と
い
う
意
味
で
す
が
、『
粟

津
の
御
供
』
を
湖
に
投
げ
入
れ
る
の
も
そ
れ
に
近
い
意
味
が

あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
神
に
お
供
え
し
て
も
て
な

し
た
も
の
を
他
の
生
き
物
に
も
分
け
与
え
る
わ
け
で
す
」

わ
れ
た
、
御
供
作
り
の
様
子
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
。

　

御
供
は
実
に
綺
麗
で
、
に
ぎ
や
か
な
も
の
だ
っ
た
。
氏
子

た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
担
当
分
け
し
て
、御
供
作
り
に
精
を
出
す
。

特
に
神
が
食
さ
れ
る
粟
飯
な
ど
を
作
る
人
た
ち
は
、
き
ち
ん

と
和
紙
で
で
き
た
マ
ス
ク
を
着
用
す
る
。
息
や
つ
ば
な
ど
が

神
饌
に
か
か
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
御
供
作
り

を
手
伝
う
宮
司
夫
人
ら
は
榊
の
葉
を
一
枚
噛
ん
で
、
話
を
す

る
と
き
に
大
き
く
口
が
開
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。

　

粟
飯
、
み
か
ん
（
こ
れ
は
菓
子
で
み
か
ん
を
か
た
ど
っ
て

あ
る
）、
米
粉
で
作
ら
れ
た
菓
子
、
鯛
…
…
。
思
い
の
ほ
か

多
彩
な
メ
ニ
ュ
ー
で
あ
る
。
粘
土
で
こ
し
ら
え
、
ス
プ
レ
ー

塗
料
で
銀
色
に
色
づ
け
ら
れ
た
御
供
も
あ
る
。

「
も
と
も
と
大
己
貴
神
は
大
和
の
三
輪
神
か
ら
勧
請
さ
れ
た

も
の
で
し
た
。
粟
津
と
の
関
係
で
い
え
ば
お
そ
ら
く
旧
荘
園

「
迎
え
」と
共
に
重
要
な「
送
り
」

例祭には比叡山延暦寺の僧侶も参列する。    

　

一
方
日
吉
大
社
で
は
、
湖

上
か
ら
再
び
山
に
還
っ
て
き

た
神
輿
が
神
輿
庫
に
収
め
ら

れ
る
。
翌
15
日
、
神
職
た
ち

は
東
本
宮
に
始
ま
っ
て
各
社

を
祭
礼
終
了
の
御
礼
で
巡
拝

し
、
主
な
行
事
は
終
了
と
な

る
。
年
に
一
度
の
非
常
に
大

掛
か
り
な
祭
に
、
日
吉
大
社

の
往
年
の
権
勢
を
見
る
思
い

だ
っ
た
。

　

神
々
の
力
を
い
た
だ
き
、

1
年
の
繁
栄
と
五
穀
豊
穣
を



59 Jun.-Jul.  2007

願
う
祭
。
そ
の
た
め
に
人
間
は
さ
ま
ざ
ま
な
神
事
と
御
供
で

お
迎
え
し
、
も
て
な
し
、
神
様
を
喜
ば
せ
た
あ
と
、
無
事
に

（
ご
機
嫌
よ
く
）
帰
っ
て
い
た
だ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す

る
こ
と
で
自
分
た
ち
の
繁
栄
が
保
証
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

祭
の
あ
と
、
関
係
者
が
集
ま
っ
て
直な
お
ら
い会
が
行
わ
れ
る
。
祭

に
は
つ
き
も
の
の
直
会
は
、
単
な
る
「
打
ち
上
げ
」
で
は
な

い
。神
様
に
ご
馳
走
を
召
し
上
が
っ
て
い
た
だ
い
た
よ
う
に
、

人
間
も
神
様
と
共
に
ご
馳
走
を
食
べ
、
酒
を
飲
む
「
神
人
共

食
」
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
神
の
力
を
分

け
て
い
た
だ
く
の
で
あ
る
。
神
を
送
り
出
し
た
の
ち
の
、
大

切
な
行
事
で
あ
る
。

　

神
仏
は
常
に
大
切
に
さ
れ
、
祭
と
も
な
れ
ば
大
い
に
も
て

な
さ
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
る
。
だ
が
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う

に
、
重
要
な
の
は
、
き
ち
ん
と
も
て
な
し
て
ま
た
帰
っ
て
い

た
だ
く
こ
と
に
あ
る
。

「
居
座
ら
れ
て
は
困
る
存
在
と
い
う
点
で
は
祖
先
の
霊
も
同

じ
。
お
盆
に
地
獄
の
釜
の
蓋
が
開
い
て
出
て
く
る
祖
霊
た
ち

は
、
迎
え
火
を
焚
か
れ
、
も
て
な
し
を
受
け
、
送
り
火
と
共

に
再
び
帰
っ
て
い
き
ま
す
」

　

本
来
の
仏
教
と
祖
霊
信
仰
は
合
致
し
な
い
は
ず
な
の
に
、

日
本
人
の
暮
ら
し
の
中
に
し
っ
か
り
と
根
付
い
た
お
盆
の
形

は
、
古
来
伝
え
ら
れ
て
き
た
「
神
様
へ
の
も
て
な
し
」
に
強

い
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

日
本
の
神
は
本
来
実
体
が
な
い
。
大
石
や
山
を
神
格
化

し
、
そ
の
形
が
あ
る
よ
う
で
な
い
も
の
を
日
本
人
は
大
切
に

し
て
、
も
て
な
し
続
け
て
き
た
。
こ
う
い
う
考
え
方
に
つ
い

て
山
田
氏
は
、

「
お
も
て
な
し
で
は
、
も
て
な
さ
れ
る
相
手
の
気
持
ち
を
は

じ
め
、
無
形
な
も
の
が
大
切
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
も
て
な

す
対
象
自
体
が
無
形
で
あ
る
神
へ
の
も
て
な
し
は
、『
お
も

て
な
し
の
本
質
』
を
考
え
る
上
で
、
非
常
に
大
切
な
も
の
を

は
ら
ん
で
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
ね
」

　

と
言
う
。

　

サ
ー
ビ
ス
業
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
顧
客
を
お
も
い
や

る
気
持
ち
、
言
い
換
え
れ
ば
顧
客
に
対
す
る
想
像
力
の
発
揮

で
あ
る
。
だ
が
、
行
き
過
ぎ
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
は
、
本
来
想

像
力
に
富
み
、
融
通
無
碍
で
あ
る
べ
き
サ
ー
ビ
ス
を
徹
底
的

に
形
式
知
化
、
パ
タ
ー
ン
化
し
て
し
ま
う
も
の
だ
ろ
う
。
パ

タ
ー
ン
化
し
た
と
た
ん
に
人
々
は
自
ら
の
想
像
力
を
使
う
こ

と
を
忘
れ
、そ
の
う
ち
に
想
像
力
自
体
が
や
せ
衰
え
て
い
く
。

無
形
の
神
を
喜
ば
せ
る
た
め
、日
本
人
が
尽
力
し
て
き
た「
も

て
な
し
」
と
は
対
極
の
状
況
だ
。

　

神
を
も
て
な
す
こ
と
は
、
一
見
日
常
（
ケ
）
か
ら
離
れ
た

「
ハ
レ
」
の
行
事
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
も
て
な
し
を
源
流
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
い
け
ば
い
く
ほ

ど
、
も
て
な
し
の
本
質
が
、
か
つ
て
心
を
込
め
て
行
わ
れ
て

い
た
神
へ
の
も
て
な
し
に
通
じ
る
こ
と
を
感
じ
る
。

宵宮落し神事。若者たちが大松明を先頭に参道を駆け上っていく（上）。4基の神輿がかわるがわる揺すられる（下）。




