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は
じ
め
に

東
北
の
人
形
儀
礼
で
あ
る
オ
シ
ラ
講
を
考
え
る
際
に
、
青
森
県
の
津
軽

地
方
は
特
異
な
位
置
を
占
め
る
。

明
治
以
降
、
弘
前
市
の
真
言
宗
寺
院
久
渡
寺
は
津
軽
地
方
の
オ
シ
ラ
神

信
仰
を
取
り
込
み
、
護
摩
焚
き
と
読
経
の
儀
礼
と
結
び
つ
く
王
志
羅
講
を

組
織
し
た
。
宗
教
学
者
の
楠
正
弘
は
こ
の
こ
と
を
、
藩
政
時
代
に
藩
主
の

祈
祷
寺
で
あ
っ
た
寺
院
が
、
大
檀
那
を
失
っ
た
後
の
新
た
な
時
代
を
生
き

延
び
る
た
め
の
方
策
と
い
う
見
方
〔
楠　

一
九
八
四
：
三
九
五
〕
を
示

し
た
。

一
方
、
民
俗
学
者
の
清
野
耕
司
は
、
藩
政
時
代
の
弘
前
藩
の
神
社
資
料

に
注
目
す
る
。
幕
末
維
新
期
に
「
大
平
神
」
と
い
う
神
が
流
行
り
、
弘
前

八
幡
宮
で
は
こ
の
神
を
一
時
預
か
り
、元
の
持
ち
主
に
返
し
た
と
あ
る
（
１
）〔

清

野　

二
〇
〇
三
：
三
―

六
〕。
清
野
は
、
こ
の
神
が
オ
シ
ラ
神
で
あ
っ
た
と

同
定
し
、
津
軽
地
方
の
藩
政
期
の
オ
シ
ラ
神
の
扱
い
に
注
意
を
向
け
て
い

【�

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム「
ロ
ー
カ
ル
な
も
の
の
生
き
延
び
方
―
現
代
に
お
け
る
人
形
儀
礼
の
再
文
脈
化
」】

人
形
儀
礼
と
「
語
彙
」

―
津
軽
地
方
の
オ
シ
ラ
神
を
め
ぐ
っ
て
―

山 

田　

厳 

子　
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る
。
考
古
学
者
の
関
根
達
人
は
、
つ
が
る
市
車
力
の
高
山
稲
荷
に
奉
納
さ

れ
た
、
祀
り
手
を
喪
っ
た
オ
シ
ラ
神
の
物
質
調
査
を
実
施
し
、
久
渡
寺
以

外
の
津
軽
地
方
の
密
教
系
の
寺
院
や
、
高
山
稲
荷
神
社
が
オ
シ
ラ
神
の
オ

セ
ン
ダ
ク
（
衣
装
）
に
押
印
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
近
代
以
降
の
寺
社
と

オ
シ
ラ
神
信
仰
の
結
び
つ
き
に
注
意
を
向
け
た
〔
関
根　

二
〇
〇
四
：

七
〇
―

七
四
〕。
筆
者
も
ま
た
二
〇
〇
四
年
度
か
ら
二
〇
〇
六
年
度
に
か
け

て
津
軽
地
方
の
オ
シ
ラ
講
を
確
認
し
た
〔
山
田　

二
〇
〇
七
〕
と
こ
ろ
、

津
軽
地
方
の
オ
シ
ラ
講
は
、
シ
チ
カ
ム
ラ
や
「
七
ヶ
所
か
け
る
」
と
呼
ば

れ
る
春
の
寺
社
参
拝
行
事
に
先
立
っ
て
行
わ
れ
、
地
域
の
女
性
た
ち
や
民

間
巫
者
か
ら
、「
一
続
き
の
行
事
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
場
合
が
少
な

く
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
〔
山
田　

二
〇
〇
八
：
一
九
六
―
一
九
九
〕。

オ
シ
ラ
講
と
関
わ
る
寺
社
は
久
渡
寺
の
他
に
、
黒
石
市
の
羽
黒
神
社
、
平

川
市
の
天
台
宗
寺
院
蓮
乗
院
な
ど
が
あ
り
〔
山
田　

二
〇
〇
七
〕、
祀
り
手

を
な
く
し
た
オ
シ
ラ
神
を
寺
社
が
預
か
る
例
も
少
な
く
な
い
。
こ
れ
ら
の

オ
シ
ラ
神
信
仰
の
調
査
成
果
を
も
と
に
、
筆
者
は
津
軽
地
方
の
オ
シ
ラ
神

は
寺
社
信
仰
の
下
部
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
制
度
的
に
安
定
し
た
場
所
に
あ

り
、
そ
の
保
障
の
上
で
、
木
像
に
魂
が
宿
る
と
い
う
「
物
神
信
仰
」
と
し

て
の
内
実
を
保
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
〔
山
田　

二
〇
一
一
〕。

民
俗
神
と
し
て
記
述
さ
れ
て
き
た
オ
シ
ラ
神
は
、
津
軽
地
方
に
お
い
て

は
、
寺
院
の
側
と
信
仰
者
の
側
の
「
協
働
」
に
よ
り
、
新
し
い
時
代
の
宗

教
政
策
に
対
応
し
、
生
き
延
び
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
本
稿
で
は
東
北
に

お
け
る
オ
シ
ラ
神
信
仰
を
「
ロ
ー
カ
ル
な
も
の
の
生
き
延
び
方
」
と
い
う

観
点
か
ら
記
述
し
た
い
。
そ
の
際
に
注
目
す
る
の
は
、
地
域
の
「
情
報
環

境
」
と
祭
祀
者
の
「
身
体
」、「
感
覚
」、
そ
れ
ら
を
表
す
「
語
彙
」
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
で
は
、
東
北
地
方
の
オ
シ
ラ
神
を
総
称
し
て
記
述
す
る
と

き
は
「
オ
シ
ラ
神
」、
各
地
の
事
例
を
紹
介
す
る
時
は
、
そ
の
地
方
の
オ
シ

ラ
神
の
呼
称
に
従
う
。

１　

東
北
に
お
け
る
オ
シ
ラ
神
と
「
憑
き
」
概
念

オ
シ
ラ
神
と
「
家
」
や
「
個
人
」
の
結
び
つ
き
を
考
え
る
際
に
示
唆
的

な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
こ
の
事
例
か
ら
紹
介
し
た
い
。
筆
者
は

二
〇
一
〇
年
に
東
北
地
方
の
オ
シ
ラ
神
信
仰
の
「
現
在
」
を
調
査
す
る
こ

と
を
企
画
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
二
〇
一
一
年
に
東
日
本
大
震
災
が
起
こ
っ

た
。
そ
の
結
果
、
オ
シ
ラ
神
に
関
わ
る
聞
き
取
り
は
、
い
き
お
い
オ
シ
ラ

神
信
仰
の
被
災
後
の
「
現
在
」
を
聞
き
取
る
こ
と
に
な
っ
た
（
２
）。

二
〇
一
二

年
三
月
に
岩
手
県
の
博
物
館
、
資
料
館
関
係
者
か
ら
聞
き
取
り
を
行
っ
た

と
こ
ろ
、
太
平
洋
沿
岸
地
域
で
、
震
災
に
よ
っ
て
オ
シ
ラ
神
の
祀
り
手
を

失
い
、
家
に
残
っ
た
オ
シ
ラ
神
の
扱
い
を
遺
族
が
博
物
館
に
相
談
す
る
と

い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
相
談
の
際
に
、
学
芸
員
が
、

当
該
地
の
過
去
の
民
俗
調
査
報
告
書
の
「
オ
シ
ラ
サ
マ
」
の
項
目
を
コ
ピ
ー

し
て
送
付
し
た
と
こ
ろ
、
遺
族
は
大
変
驚
き
、「
こ
ん
な
神
さ
ま
を
祀
っ
て

い
る
家
が
他
に
も
あ
る
の
か
。
自
分
の
家
だ
け
が
奇
妙
な
神
さ
ま
に
と
り

つ
か
れ
た
と
思
っ
て
い
た
」
と
語
っ
た
と
い
う
。

こ
こ
で
思
い
起
こ
し
た
い
の
は
、
小
松
和
彦
が
、
座
敷
童
子
を
「
屋
敷
に

憑
く
」
と
解
釈
し
「
憑
き
」
概
念
の
拡
大
を
図
っ
た
こ
と
で
あ
る
〔
小
松　
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一
九
八
五
〕。
佐
々
木
喜
善
は
「
オ
シ
ラ
神
の
家
に
憑
き
し
由
来
と
そ
の
動

機
」
を
一
九
二
八
年
に
著
し
、
オ
シ
ラ
神
を
「
家
に
憑
く
」
も
の
と
解
釈
し

て
い
る
〔
佐
々
木　

一
九
二
八
：
四
八
〕。「
家
に
憑
く
」
と
い
う
観
念
は
、

青
森
県
で
も
旧
盛
岡
藩
領
で
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
三
戸
郡
新
郷
村

金
ヶ
沢
で
、
藩
政
期
に
修
験
者
の
家
で
あ
っ
た
旧
家
で
聞
き
取
り
を
し
た
と

こ
ろ
、
オ
シ
ラ
サ
マ
が
「
家
の
人
を
咎
め
る
」
の
で
、
川
に
流
し
た
と
こ
ろ
、

川
の
流
れ
に
逆
ら
っ
て
上
っ
て
き
た
と
い
う
〔
弘
前
大
学
民
俗
学
実
習
履
修

学
生
編　

二
〇
一
三
：
一
五
六
〕。
こ
の
よ
う
な
事
例
は
、
分
析
概
念
と
し

て
の
「
憑
き
」
を
用
い
て
解
釈
す
る
こ
と
が
妥
当
な
例
で
あ
る
と
い
え
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
事
例
を
解
釈
す
る
時
に
も
う
一
つ
の
仕
方
が
あ

る
。
そ
れ
は
信
仰
者
の
も
つ
語
彙
に
拘
泥
す
る
仕
方
で
あ
る
。
オ
シ
ラ
神

信
仰
の
あ
る
地
域
で
は
、
信
仰
者
は
「
憑
き
」
と
い
う
語
彙
を
用
い
な
い
。

津
軽
地
方
で
は
、
オ
シ
ラ
神
を
新
に
祀
る
個
人
は
、「
オ
シ
ラ
サ
マ
を
サ
ン

ヅ
イ
タ
／
サ
ヅ
イ
タ
（
授
か
っ
た
）」
と
表
現
す
る
。
こ
の
語
彙
は
オ
シ
ラ

神
祭
祀
に
か
ぎ
っ
た
も
の
で
は
な
く
、龍
神
や
稲
荷
な
ど
も
含
ま
れ
る
〔
木

村　

二
〇
〇
六
、山
田　

二
〇
〇
六
〕。
こ
の
「
サ
ン
ヅ
ク
／
サ
ン
ヅ
イ
タ
」

と
い
う
語
彙
に
し
ば
ら
く
こ
だ
わ
っ
て
考
え
て
ゆ
き
た
い
。

２　

津
軽
地
方
に
お
け
る
カ
ミ
サ
マ
系
巫
者
と
「
熱
心
な
信
仰
者
」

オ
シ
ラ
神
調
査
の
際
に
「
サ
ン
ヅ
イ
タ
」
と
い
う
語
彙
を
い
く
度
と
な

く
耳
に
し
て
き
た
が
、
実
は
こ
の
語
彙
を
も
っ
と
も
よ
く
聞
く
の
は
、
津

軽
地
方
の
民
間
宗
教
者
で
あ
る
カ
ミ
サ
マ
系
巫
者
の
「
語
り
」
で
あ
る
。

具
体
的
な
事
例
を
見
て
み
よ
う
。
カ
ミ
サ
マ
系
巫
者
の
曾
孫
に
あ
た
る
女

性
か
ら
、
曾
祖
母
が
カ
ミ
サ
マ
に
な
る
き
っ
か
け
に
つ
い
て
話
を
聞
い
た
。

（
事
例
一
）
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
生
ま
れ
の
つ
が
る
市
の
女
性
の

家
に
、
あ
る
時
、
息
子
が
川
原
で
拾
っ
た
石
を
持
ち
帰
っ
た
。
そ
の

女
性
が
そ
の
石
を
拝
ん
で
い
る
と
大
蛇
が
口
か
ら
入
る
と
い
う
経
験

を
し
た
。

こ
の
経
験
を
信
仰
の
あ
る
家
族
は
「
竜
神
が
サ
ヅ
イ
タ
」
と
表
現
し
た

が
、
信
仰
を
同
じ
く
し
な
い
曾
孫
は
「
竜
神
が
憑
い
た
」
と
表
現
し
た
。

カ
ミ
サ
マ
系
巫
者
の
実
態
は
、
宗
教
学
者
の
池
上
良
正
ら
に
よ
っ
て
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
っ
た
〔
池
上　

一
九
九
九
〕。
そ
れ
ら
の
研
究
で
は
、
カ

ミ
サ
マ
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
研
究
が
蓄
積
さ
れ
、
人
生
の
中
年
期
以
降

に
病
気
や
家
族
の
不
和
な
ど
の
苦
難
の
経
験
を
経
て
民
間
宗
教
者
に
変
貌

す
る
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
筆
者
ら
の
調
査
で
は
、
①
一
生
の

う
ち
の
一
時
期
に
の
み
巫
業
を
行
う
者
、
②
宗
教
者
と
し
て
認
知
さ
れ
て

い
る
範
囲
が
狭
い
者
、
③
自
他
の
認
識
に
ズ
レ
が
あ
る
者
、
が
お
り
、「
宗

教
的
職
能
者
」
と
「
一
般
の
人
」
の
間
に
幾
重
も
の
濃
淡
が
あ
る
こ
と
を

明
か
に
し
て
い
る
〔
山
田　

二
〇
〇
六
〕。

３　
「
授
か
り
」
の
語
り

そ
れ
で
は
、「
オ
シ
ラ
サ
マ
を
サ
ン
ヅ
イ
タ
」
と
い
う
経
験
の
あ
る
女
性

た
ち
の
「
語
り
」
を
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。

夏
泊
半
島
の
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
生
ま
れ
の
女
性
は
、
一
九
七
五
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年
頃
に
オ
シ
ラ
サ
マ
と
な
る
木
が
あ
る
の
を
夢
に
見
た
。自
身
の
畑
に
行
っ

て
み
る
と
、
夢
で
見
た
通
り
の
木
が
生
え
て
い
た
。
青
森
市
の
カ
ミ
サ
マ

に
「
あ
な
た
（
女
性
の
夫
）
ほ
ど
の
信
仰
の
あ
る
人
な
ら
自
分
で
作
っ
て

よ
い
」
と
言
わ
れ
て
夫
が
自
ら
オ
シ
ラ
サ
マ
を
彫
っ
た
と
い
う
。

筆
者
は
こ
の
女
性
を
「
熱
心
な
信
仰
者
」
と
捉
え
て
い
た
が
、
そ
の
後

の
聞
き
書
き
で
、
加
持
祈
祷
の
許
可
書
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

こ
の
女
性
に
限
ら
ず
、
熱
心
な
信
仰
者
は
宗
教
者
の
勧
め
で
神
道
系
新
宗

教
教
団
や
仏
教
系
の
宗
教
団
体
か
ら
加
持
祈
祷
の
許
可
書
を
受
け
て
い
る

こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
女
性
た
ち
は
、
寺
社
の
巡
拝
行
事
で
先
達
の
役

割
を
果
た
す
こ
と
が
あ
り
、
周
囲
か
ら
カ
ミ
サ
マ
と
目
さ
れ
て
い
る
も
の

の
、
本
人
に
は
そ
の
よ
う
な
自
意
識
は
な
い
〔
山
田　

二
〇
〇
六
〕。

「
宗
教
的
職
能
者
」
と
し
て
自
覚
が
あ
り
、
生
業
化
し
た
カ
ミ
サ
マ
の

「
語
り
」
で
は
「
授
か
り
」
と
関
わ
る
話
は
、
身
体
感
覚
と
し
て
生
々
し
い

も
の
と
な
る
こ
と
が
多
い
。
つ
が
る
市
車
力
の
カ
ミ
サ
マ
は
、
神
霊
が
右

肩
か
ら
入
り
、
左
肩
か
ら
抜
け
て
い
っ
た
と
語
っ
て
い
る
〔
弘
前
大
学
民

俗
学
研
究
部
編　

一
九
七
六
：
一
七
二
―
一
七
四
〕。

佐
々
木
宏
幹
は
、
シ
ャ
ー
マ
ン
の
「
憑
き
」
に
対
し
て
、「
憑
霊
、
憑
着
、

憑
感
」
の
三
種
類
の
概
念
を
示
し
て
い
る
〔
佐
々
木　

一
九
八
五
、

一
九
九
六
：
二
四
八
―

二
四
九
〕。「
憑
霊
」
は
「
霊
（
力
）
が
人
物
の
中

に
入
り
込
ん
で
、
人
物
が
霊
自
体
と
し
て
言
動
す
る
場
合
、「
憑
着
」
は

「
霊
（
力
）
が
人
物
の
身
体
の
全
体
ま
た
は
部
分
に
へ
ば
り
着
き
、
人
物
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
場
合
」、「
憑
感
」
は
「
霊
（
力
）
が
人
物
の
外
側
か

ら
、
人
物
に
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
を
与
え
る
場
合
」
と
分
類
し
た
。
カ
ミ
サ

マ
系
巫
者
の
「
授
か
り
」
の
語
り
は
「
憑
着
」
レ
ベ
ル
の
体
感
を
も
っ
て

語
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
人
物
の
語
り
は
オ
シ
ラ
神
を
暗
示
す
る
（
馬
、

鈴
の
音
（
３
）な

ど
）
夢
を
見
る
、
体
調
が
思
わ
し
く
な
い
な
ど
、「
憑
感
」
レ
ベ

ル
の
も
の
に
留
ま
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
オ
シ
ラ
神
と
な
る
木
の
「
発
見
」

に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
自
身
の
「
感
覚
」
と
呼
応
す
る
こ
と
を
語
る
信
仰

者
も
い
る
。

（
事
例
二
）
夏
泊
半
島
の
大
正
一
三
年
（
一
九
二
四
）
生
ま
れ
の
女
性

「
私
が
、
何
歳
の
頃
だ
っ
け
な
あ
、
五
〇
（
歳
）
過
ぎ
て
か
ら
だ
な
あ
、

こ
こ
じ
ゃ
な
く
て
山
の
畑
の
ね
、
す
ぐ
隣
に
桑
の
木
が
あ
っ
た
の
よ
。

そ
の
桑
の
木
が
ね
、
こ
う
、
二
本
並
ん
で
、
同
じ
ね
、
こ
の
ぐ
ら
い

の
背
丈
に
な
っ
て
か
ら
こ
う
、
組
み
合
っ
て
ほ
れ
、
こ
う
、
お
っ
き

く
な
っ
た
の
。
そ
う
し
て
ね
、
あ
の
、
男
に
な
る
方
の
木
が
、
ち
ょ
っ

と
太
く
っ
て
、
木
の
肌
も
が
さ
が
さ
し
て
。
女
に
な
る
方
、
こ
う
、

す
る
っ
と
し
た
、
肌
の
い
い
木
で
ね
え
。
そ
し
て
、
こ
の
木
を
取
っ

て
き
て
、
二
、三
年
も
ね
え
、
小
屋
の
上
に
枯
ら
し
て
置
い
た
の
よ
。

ほ
ら
、
木
が
乾
く
よ
う
に
。
上
げ
て
置
い
た
の
。
そ
れ
か
ら
、
青
森

（
市
）
の
ね
、
オ
シ
ラ
サ
マ
を
こ
し
ら
え
る
所
に
持
っ
て
行
っ
て
、

作
っ
て
も
ら
っ
た
の
よ
」

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
「
感
覚
」
も
ま
た
、
先
行
す
る
「
知
識
」
に
よ
っ

て
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
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「
こ
れ
は
、
木
を
見
た
と
き
、
あ
、
オ
シ
ラ
サ
マ
の
木
だ
な
、
っ
て
す

ぐ
分
か
っ
て
る
の
？
」

…
略
…
「
う
ん
、
ほ
ら
、
オ
シ
ラ
サ
マ
に
な
る
木
は
、
こ
う
い
う
ふ

う
に
な
っ
て
る
木
、
聞
い
て
あ
っ
た
か
ら
」

「
あ
の
ね
、
こ
こ
の
部
落
に
住
む
、
あ
の
、
神
信
仰
の
お
じ
さ
ん
が
い

て
た
の
よ
。
そ
の
人
が
ほ
ら
、
教
え
て
」

こ
の
話
か
ら
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
イ
の
中
で
、「
熱
心
な
信
仰
者
」
が
オ
シ
ラ

神
に
関
わ
る
「
知
識
」
を
媒
介
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
ら
の
「
熱

心
な
信
仰
者
」
も
ま
た
集
落
の
人
か
ら
あ
だ
名
の
よ
う
に
カ
ミ
サ
マ
と
呼

ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

ま
た
「
語
り
」
で
は
、
人
と
オ
シ
ラ
サ
マ
に
な
る
木
と
呼
ば
れ
る
自
然

物
（
津
軽
地
方
で
は
自
生
し
て
い
る
ム
ラ
サ
キ
エ
グ
ワ
で
、
一
つ
の
枝
が

二
股
に
分
か
れ
、
先
端
で
交
差
し
て
い
る
も
の
と
言
わ
れ
る
）
が
「
感
応
」

し
あ
う
こ
と
が
語
ら
れ
る
。

「
そ
こ
の
、（
ホ
タ
テ
の
）
養
殖
セ
ン
タ
ー
あ
る
で
し
ょ
、
そ
こ
に
。

そ
こ
へ
ち
ょ
っ
と
行
っ
た
と
こ
ろ
へ
（
オ
シ
ラ
サ
マ
に
な
る
木
が
）

あ
っ
た
ん
だ
。
そ
の
地
主
の
奥
様
、『
う
ち
も
あ
る
』
っ
て
言
っ
た
ん

だ
。
そ
う
し
て
、『
う
ち
も
あ
る
し
、
オ
シ
ラ
サ
マ
作
り
た
い
ん
だ
け

ど
』
っ
て
言
っ
て
た
ん
だ
け
ど
、
そ
の
人
は
も
う
亡
く
な
っ
た
の
よ
。

今
で
も
あ
っ
て
ね
。
そ
こ
を
通
っ
て
行
く
の
よ
。
こ
れ
、
そ
う
し
た

ら
ね
、
そ
の
奥
さ
ん
が
呼
ぶ
と
き
は
ね
、
よ
ー
く
こ
う
、
お
っ
き
く

な
っ
て
、
や
っ
ぱ
し
、
組
み
合
っ
て
い
た
の
。
そ
し
た
ら
、
今
は
ね
、

も
う
、
違
っ
ち
ゃ
っ
て
。
も
う
ほ
ら
、
か
あ
さ
ん
（
地
主
の
奥
様
）

が
亡
く
な
っ
た
か
ら
、
木
も
大
き
く
な
っ
た
し
、
も
う
離
れ
ち
ゃ
っ

て
ね
、
も
う
全
然
、（
オ
シ
ラ
サ
マ
を
）
取
る
よ
う
な
木
で
な
く
な
っ

た
の
」

自
然
物
は
あ
く
ま
で
「
授
か
っ
た
人
物
」
と
の
「
奇
縁
」
に
よ
っ
て
、

オ
シ
ラ
サ
マ
と
な
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
よ
う
。

こ
こ
で
、
津
軽
地
方
の
カ
ミ
サ
マ
系
巫
者
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

岩
木
山
の
赤
倉
口
か
ら
登
る
山
が
カ
ミ
サ
マ
系
巫
者
の
修
行
の
場
で
あ
る
。

彼
（
女
）
ら
は
、
霊
場
で
自
然
（
物
）
と
の
感
応
を
積
極
的
に
求
め
て
い

る
と
い
え
る
。
赤
倉
以
外
の
地
で
は
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
生
ま
れ
の

つ
が
る
の
市
カ
ミ
サ
マ
は
、
通
常
の
祈
祷
の
依
頼
は
自
宅
で
行
い
、
難
し

い
依
頼
の
際
に
は
黒
石
市
の
も
み
じ
山
に
あ
る
堂
で
祈
祷
し
た
〔
葛
西　

二
〇
一
六
：
一
三
〇
―
一
三
一
〕。

こ
の
こ
と
は
自
然
と
感
応
し
あ
う
こ
と
が
オ
シ
ラ
サ
マ
信
仰
者
や
カ
ミ

サ
マ
た
ち
の
霊
的
な
力
に
な
っ
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

４　
「
知
識
」
の
共
同
体
と
し
て
の
「
地
域
」

先
の
章
で
、
人
と
自
然
物
が
感
応
し
あ
う
こ
と
、
そ
れ
に
対
し
て
、
オ

シ
ラ
神
と
の
「
奇
縁
」
や
オ
シ
ラ
サ
マ
を
授
か
る
「
奇
瑞
」
の
「
知
識
」

が
地
域
の
人
々
に
あ
る
こ
と
を
見
て
き
た
。
オ
シ
ラ
サ
マ
の
「
信
仰
圏
」
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と
い
う
「
問
い
」
は
、「
知
識
」
の
共
同
体
の
範
囲
と
読
み
替
え
る
こ
と
も

で
き
よ
う
。

筆
者
は
「
知
識
」
の
共
同
体
を
次
の
よ
う
な
図
で
把
握
し
て
い
る
（
図
1
）。

「
知
識
」
の
深
い
も
の
を
「
宗
教
者
」
と
し
、
そ
の
周
囲
に
「
宗
教
者
」

と
な
り
得
る
資
質
を
も
つ
「
潜
在
的
な
宗
教
者
」
が
お
り
、
そ
の
外
縁
に

「
普
通
の
人
」
が
い
る
。
こ
の
図
は
「
正
統
的
周
辺
参
加
」〔
レ
イ
ブ
、
ウ

エ
ン
ガ
ー　

一
九
九
三
〕
の
議
論
と
は
違
い
、
す
べ
て
の
参
加
者
が
宗
教

者
を
目
指
す
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
に
留
ま
る
だ
け
の
存
在
が

一
定
数
以
上
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
オ
シ
ラ
神
に
関
わ

る
「
知
識
」
は
カ
ミ
サ
マ
系
巫
者
が
豊
富
な
「
知
識
」
を
持
つ
が
、
も
う

一
方
で
オ
シ
ラ
神
信
仰
を
束
ね
る
久
渡
寺
の
存
在
が
大
き
い
。

（
図
2
）
は
二
〇
一
〇
年
（
平
成
二
二
）
の
オ
シ
ラ
講
（
五
月
一
五
日
、

図２　オシラ講（大祭）参詣者詣者分布図（本州）

図３　オシラ講（大祭）参詣者分布図（北海道）

図１「知識の深度見取図」
中心に行く程「知識」が深い。

通常の人

潜在的な
宗教者

宗教者
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一
六
日
の
大
祭
）
の
参
詣
者
が
本
州
の
ど
こ
か
ら
来
て
い
る
の
か
を
久
渡

寺
の
参
詣
者
名
簿
を
も
と
に
地
図
に
落
と
し
た
も
の
で
あ
る
。（
図
3
）
は

北
海
道
か
ら
の
参
詣
者
の
分
布
図
で
あ
る
。
近
年
で
は
、
津
軽
地
方
で
は

久
渡
寺
の
大
祭
を
待
た
ず
に
日
曜
日
に
オ
シ
ラ
サ
マ
を
持
参
し
て
祈
祷
を

受
け
る
者
が
多
い
が
、
そ
れ
で
も
、
津
軽
地
方
か
ら
の
参
拝
者
が
多
い
こ

と
が
見
て
取
れ
る
。

久
渡
寺
を
中
心
と
す
る
信
仰
圏
で
は
、
オ
シ
ラ
神
に
関
す
る
「
知
識
」

が
地
域
で
共
有
さ
れ
、
さ
ら
に
は
北
海
道
地
域
に
信
仰
者
を
生
ん
で
い
る

こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。

５　

福
島
県
の
オ
シ
ン
メ
イ
サ
マ
信
仰
と
の
比
較

青
森
県
の
津
軽
地
方
の
オ
シ
ラ
サ
マ
信
仰
を
、
楠
正
弘
は
「
個
人
的
な

る
も
の
」
と
規
定
し
た
〔
楠　

一
九
八
四
：
三
二
一
〕。
こ
の
こ
と
を
考
え

る
上
で
、
福
島
県
の
オ
シ
ン
メ
サ
マ
、
オ
シ
ン
メ
イ
サ
マ
に
つ
い
て
考
え

合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

オ
シ
ン
メ
サ
マ
も
オ
シ
ン
メ
講
と
い
う
共
同
的
な
儀
礼
の
場
を
持
っ
て

い
る
。
オ
シ
ン
メ
信
仰
に
つ
い
て
は
、
佐
治
靖
が
宗
教
民
俗
学
の
立
場
、

シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
研
究
の
枠
組
で
論
攷
を
発
表
し
て
い
る
〔
佐
治　

一
九
八
八　

一
九
八
九
〕。
佐
治
は
オ
シ
ン
メ
イ
サ
マ
の
儀
礼
の
場
に
着
目

し
、（
佐
治
の
こ
と
ば
で
）「
非
シ
ャ
ー
マ
ン
的
職
能
者
」
へ
の
「
憑
霊
」

現
象
を
分
析
し
た
。
佐
治
の
論
攷
で
は
、
オ
シ
ン
メ
サ
マ
信
仰
の
モ
デ
ル

化
、
構
造
の
解
明
へ
の
志
向
が
読
み
取
れ
る
。

一
方
、
亀
倉
加
久
子
は
一
九
七
〇
年
か
ら
オ
シ
ン
メ
サ
マ
の
調
査
を
始

め
、
一
九
八
七
年
ま
で
、
オ
シ
ン
メ
講
の
参
加
者
と
親
し
く
つ
き
あ
う
中

で
調
査
資
料
を
蓄
積
し
て
き
た
。
そ
の
成
果
は
一
九
七
四
年
『
会
津
の
オ

シ
ン
メ
サ
マ
』
一
号
か
ら
一
九
八
一
年
の
七
号
ま
で
私
家
版
で
作
成
し
、

調
査
協
力
者
や
研
究
者
、
公
共
機
関
に
寄
贈
す
る
な
ど
し
て
公
開
し
て
き

た
。
こ
れ
ら
の
資
料
と
私
家
版
作
成
に
至
ら
な
か
っ
た
資
料
を
弘
前
大
学

民
俗
学
研
究
室
で
預
か
り
、
柴
田
彩
子
と
筆
者
で
デ
ジ
タ
ル
化
し
た
（
４
）。

亀
倉
の
調
査
資
料
の
特
徴
は
、
日
常
性
が
重
視
さ
れ
て
お
り
、
オ
シ
ン

メ
講
に
招
か
れ
て
参
加
し
、
そ
の
「
場
」
の
道
具
立
て
、
参
加
者
の
関
係

性
、
こ
と
ば
と
ふ
る
ま
い
に
関
す
る
豊
富
な
情
報
を
載
せ
、
オ
シ
ン
メ
講

の
参
加
者
が
踊
り
騒
ぐ
う
ち
に
オ
シ
ン
メ
サ
マ
の
憑
霊
に
至
る
（
あ
る
い

は
至
ら
な
い
）「
場
」
の
経
過
の
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

豊
富
な
「
憑
霊
」
体
験
の
記
述
か
ら
、
他
の
神
仏
、
死
者
、
狐
狸
も
憑

霊
す
る
こ
と
が
分
か
る
が
、「
う
つ
ら
は
る
」
の
語
彙
は
オ
シ
ン
メ
サ
マ
の

み
で
あ
る
こ
と
、「
憑
霊
」
現
象
の
正
邪
を
判
断
す
る
神
道
系
教
団
神
習
教

と
関
わ
る
巫
者
の
存
在
な
ど
が
示
さ
れ
て
い
る
。

津
軽
地
方
の
「
サ
ン
ヅ
ク
」
に
比
べ
、
会
津
地
方
の
「
う
つ
ら
は
る
」

は
「
忘
我
、
変
性
意
識
」
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
神
霊
と
の
霊
的
接
触
は

「
深
い
」
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
「
う
つ
ら
は
る
」
と
い
う
語
彙
は
神
霊
が

主
体
で
あ
る
が
、
神
霊
を
「
サ
ン
ヅ
ク
」
と
い
う
語
は
人
間
が
主
体
で
あ

る
こ
と
に
注
意
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

オ
シ
ン
メ
サ
マ
の
儀
礼
の
場
の
憑
霊
現
象
は
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
研
究

の
枠
組
み
だ
け
で
な
く
、
幕
末
期
か
ら
の
歴
史
的
経
緯
と
明
治
以
降
の
新
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た
な
宗
教
的
知
識
の
受
容
と
い
う
視
点
か
ら
、
再
考
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
え
る
。

ま
と
め
に
か
え
て

津
軽
地
方
の
オ
シ
ラ
サ
マ
信
仰
が
、
真
言
宗
寺
院
久
渡
寺
と
い
う
オ
シ

ラ
神
を
共
同
祭
祀
す
る
儀
礼
の
場
を
擁
す
る
こ
と
で
制
度
的
な
安
定
を
得

て
き
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
一
方
、
カ
ミ
サ
マ
系
巫
者
を
擁
す
る
こ
と
で

「
知
識
」
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
も
見
て
き
た
。
オ
シ
ラ
サ
マ
信
仰
を
再
生

さ
せ
る
装
置
と
し
て
、「
サ
ン
ヅ
ク
」
と
い
う
「
語
彙
」
が
あ
り
、
そ
れ
が

個
人
の
感
覚
を
肯
定
し
、
オ
シ
ラ
サ
マ
と
個
人
の
結
び
つ
き
を
強
調
し
て

い
た
。「
サ
ン
ヅ
ク
」
は
「
憑
き
」
概
念
か
ら
検
討
す
る
と
「
憑
き
」
の
一

種
で
あ
り
、
オ
シ
ラ
サ
マ
以
外
の
霊
的
な
存
在
に
も
使
用
さ
れ
る
こ
と
を

本
稿
で
示
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
語
彙
は
結
果
的
に
祭
祀
に
至
る
場
合
に

の
み
用
い
ら
れ
て
お
り
、
祭
祀
に
至
ら
な
い
場
合
は
「
憑
く
」
と
表
現
さ

れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
こ
の
語
彙
は
儀
礼
の
場
と
は
直
接
に
は
関
わ

ら
な
い
。

カ
ミ
サ
マ
系
巫
者
と
「
熱
心
な
信
仰
者
」（
＝
潜
在
的
な
宗
教
者
）
は
、

「
サ
ン
ヅ
ク
」
レ
ベ
ル
に
差
が
あ
り
、
カ
ミ
サ
マ
系
巫
者
は
身
体
違
和
が
大

き
い
こ
と
、「
サ
ン
ヅ
ク
」
の
背
景
に
は
、
自
然
と
感
応
し
あ
う
身
体
を
肯

定
す
る
感
受
性
が
あ
る
こ
と
を
見
て
き
た
。

個
人
的
祭
祀
で
あ
る
オ
シ
ラ
サ
マ
像
を
「
授
か
っ
た
人
」
か
ら
次
世
代

に
継
承
す
る
際
に
は
選
択
肢
が
あ
り
、
継
承
を
難
し
い
と
判
断
し
た
場
合

は
、
寺
社
に
「
預
け
る
」
と
い
う
行
為
が
選
択
さ
れ
る
こ
と
が
通
常
で
あ

る
。
久
渡
寺
に
預
け
た
場
合
、
新
た
な
信
仰
者
が
望
む
場
合
に
、
カ
ミ
サ

マ
系
巫
者
を
介
し
て
譲
渡
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
〔
山
田　

二
〇
〇
六
〕。
こ

れ
は
、
神
像
の
移
動
、
譲
渡
を
可
能
に
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
同
時
に
、

「
熱
心
に
拝
ま
な
い
と
お
そ
ろ
し
い
」
と
い
う
感
覚
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
に

つ
な
が
る
。

津
軽
地
方
の
オ
シ
ラ
神
祭
祀
に
お
い
て
は
「
熱
心
な
信
仰
者
」
を
再
生
産

す
る
「
仕
組
み
」
が
整
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
が
津
軽
地
方

の
ロ
ー
カ
ル
な
信
仰
を
今
日
ま
で
生
き
延
び
さ
せ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。

注（
１
） 

一
八
六
六
年
津
軽
家
文
書
『
御
用
留
帳
』、
同
年
、
一
八
六
八
年
弘
前

八
幡
宮
文
書
『
公
私
留
記
』
を
挙
げ
る
。
こ
の
資
料
に
つ
い
て
は
歴
史

学
者
田
中
秀
和
の
発
見
が
早
い
が
、
田
中
は
「
大
平
神
」
を
オ
シ
ラ
神

と
結
び
つ
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
〔
田
中　

一
九
九
七
〕。

（
2
） 

二
〇
一
一
年
度
〜
二
〇
一
三
年
度
科
学
研
究
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｃ
）

JSPS K
A

K
EN

H
I G

rant N
um

ber23520974

「
民
俗
信
仰
の
再
文
脈

化
を
め
ぐ
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
」（
研
究
代
表　

山
田
嚴
子
）
の
調
査
に

よ
る
。
川
島
秀
一
、
前
川
さ
お
り
ら
と
の
共
同
研
究
で
、
そ
の
成
果
は

〔
山
田　

二
〇
一
四
〕
に
ま
と
め
た
。

（
3
） 
馬
は
、
オ
シ
ラ
祭
文
に
あ
る
馬
と
女
性
の
婚
姻
譚
を
暗
示
し
、
鈴
の
音

は
、
久
渡
寺
に
参
拝
す
る
信
仰
者
ら
が
オ
シ
ラ
サ
マ
に
付
け
る
鈴
を
暗

示
す
る
。
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（
4
） 

二
〇
一
四
年
度
〜
二
〇
一
六
年
度
科
学
研
究
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｃ
）

JSPS K
A

K
EN

H
I G

rant N
um

ber26370940

「
潜
在
的
な
宗
教
者
と

知
識
の
配
置
を
め
ぐ
る
民
俗
学
的
研
究
」（
研
究
代
表　

山
田
嚴
子
）

の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

参
考
文
献

池
上
良
正
『
民
間
巫
者
信
仰
の
研
究
』
一
九
九
九
年　

未
来
社

岩
崎
純
愛
「
弘
前
市
周
辺
の
オ
シ
ラ
サ
マ
信
仰
の
現
在
―
経
験
と
解
釈
を
め

ぐ
っ
て
―
」
青
森
県
民
俗
の
会
編
・
発
行
『
青
森
県
の
民
俗
』
第
8
号　

二
〇
〇
八
年

大
湯
卓
二
・
清
野
耕
司
編
『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

東
北
の
オ
シ
ラ
神
を
探
る
』

二
〇
〇
九
年　

青
森
県
民
俗
の
会

葛
西
栄
美
子
「
民
間
宗
教
者
の
知
識
と
実
践
―
カ
ミ
サ
マ
系
巫
者
と
そ
の
周

縁
―
」
東
北
民
俗
の
会
編
『
東
北
民
俗
』
第
五
〇
輯　

二
〇
一
六
年

亀
倉
加
久
子
『
会
津
の
オ
シ
ン
メ
サ
マ
』
一
号　

一
九
七
四
年　

二
号　

一
九
七
五
年　

三
号　

一
九
七
五
年　

四
号　

一
九
七
六
年　

五
号　

一
九
七
六
年　

七
号　

一
九
七
九
年
（
私
家
版
）

木
村
敏
明
「
夏
泊
半
島
に
お
け
る
『
漂
着
神
』
信
仰
―
そ
の
基
盤
と
変
遷
―
」

〔
諸
岡　

二
〇
〇
六
〕

楠
正
弘
『
庶
民
信
仰
の
世
界
―
恐
山
信
仰
と
オ
シ
ラ
サ
ン
信
仰
―
』

一
九
八
四
年　

未
来
社

小
松
和
彦
『
憑
霊
信
仰
論
』
一
九
八
五
年　

伝
統
と
現
代
社

佐
々
木
喜
善
「
オ
シ
ラ
神
の
家
に
憑
き
し
由
来
と
そ
の
動
機
」
東
北
帝
国
大

学
奥
羽
調
査
部
編
『
東
北
文
化
研
究
』
1
巻
3
号　

一
九
二
八
年
十
一
月

佐
々
木
宏
幹
「
憑
入
・
憑
着
・
憑
感
―
『
憑
霊
』
の
概
念
に
つ
い
て
思
う
こ

と
―
」
川
田
順
三
編
『
文
化
人
類
学　

一
』
ア
カ
デ
ミ
ア
出
版
会　

一
九
八
五
年　

改
題
「
憑
入
・
憑
着
・
憑
感
―
憑
霊
の
概
念
―
」
佐
々
木

宏
幹
『
聖
と
呪
力
の
人
類
学
』（
一
九
九
六　

講
談
社
）
に
再
録

佐
治
靖
「
オ
シ
ン
メ
イ
サ
マ
の
共
同
祭
祀
と
憑
霊
信
仰
」『
日
本
民
俗
学
』
176

号　

一
九
八
八
年

佐
治
靖
「
オ
シ
ン
メ
イ
サ
マ
の
お
年
越
ー
儀
礼
の
構
造
と
集
団
憑
依
現
象
」

『
福
島
県
立
博
物
館
紀
要
』
第
3
号　

一
九
八
九
年

清
野
耕
司
「
青
森
県
津
軽
地
方
の
オ
シ
ラ
サ
マ
信
仰
」
東
北
芸
術
工
科
大
学

東
北
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
東
北
芸
術
工
科
大
学
東
北
文
化
研
究
セ
ン

タ
ー　

研
究
紀
要
』
2
号　

二
〇
〇
三
年

関
根
達
人
編
『
津
軽
車
力　

高
山
稲
荷
神
社
の
民
間
信
仰
品
』
二
〇
〇
四
年　

弘
前
大
学
人
文
学
部

田
中
秀
和
『
幕
末
維
新
期
に
お
け
る
宗
教
と
地
域
社
会
』
一
九
九
七
年　

清

文
堂

ニ
コ
ラ
イ
・
ネ
フ
ス
キ
ー
（
岡
正
雄
編
）『
月
と
不
死
』
平
凡
社　

一
九
七
一
年

弘
前
大
学
宗
教
学
民
俗
学
実
習
履
修
生
・
愛
知
県
立
大
学
文
学
部
日
本
民
俗

学
研
究
室
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
生
編
／
諸
岡
道
比
古
・
小
池
淳
一
・
山
田
厳
子
監

修
『
夏
泊
半
島
の
宗
教
と
民
俗
』
二
〇
〇
三
年　

弘
前
大
学
宗
教
学
・
民

俗
学
研
究
室

弘
前
大
学
宗
教
学
民
俗
学
実
習
履
修
生
編
／
諸
岡
道
比
古
・
小
池
淳
一
・
山

田
嚴
子
監
修
『
夏
泊
半
島
の
宗
教
民
俗
誌
』
二
〇
〇
六
年　

弘
前
大
学
宗
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教
学
研
究
室
・
民
俗
学
研
究
室

弘
前
大
学
民
俗
学
実
習
履
修
学
生
編
／
山
田
嚴
子
監
修
『
新
郷
村
の
民
俗
誌
』

二
〇
一
三
年　

弘
前
大
学
民
俗
学
研
究
室

弘
前
大
学
民
俗
学
研
究
部
編
『
車
力
の
民
俗
』
一
九
七
六
年

諸
岡
道
比
古
編
『
半
島
空
間
に
お
け
る
民
俗
宗
教
の
動
態
に
関
す
る
調
査
研

究
』　

二
〇
〇
六
年　

弘
前
大
学
人
文
学
部

柳
田
國
男
『
大
白
神
考
』
一
九
五
一
年　

実
業
の
日
本
社
『
柳
田
國
男
全
集
』

一
九
九
九
年　

筑
摩
書
房

山
田
厳
子
「
夏
泊
半
島
に
お
け
る
民
間
宗
教
者
―
移
動
と
役
割
―
」〔
諸
岡

編　

二
〇
〇
六
〕

山
田
厳
子
「
弘
前
市
と
中
津
軽
郡
の
概
要
」
青
森
県
教
育
委
員
会
編
『
青
森

県
祭
り
・
行
事
調
査
報
告
書
』
二
〇
〇
七
年　

青
森
県

山
田
厳
子
「
津
軽
に
お
け
る
オ
シ
ラ
サ
マ
信
仰
の
展
開
／The evolution of 

O
shirasam

a folk beliefs in the Tsugaru region
」
ハ
ン
ナ
・
ジ
ョ
イ
・

サ
ワ
ダ
、
北
原
か
な
子
編
訳
『
日
本
語
と
英
語
で
読
む
津
軽
学
入
門
／A

n 
introduction to Tsugaru studies in Japanese and English

』
二
〇
〇
八

年　

弘
前
大
学
出
版
会

山
田
厳
子
「
祭
祀
者
の
身
体
と
神
像
―
津
軽
の
オ
シ
ラ
神
を
起
点
に
し
て
―
」

大
湯
卓
二
・
清
野
耕
司
編
『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

東
北
の
オ
シ
ラ
神
を
探
る
』

二
〇
〇
九
年　

青
森
県
民
俗
の
会

山
田
厳
子
「
桑
の
木
に
宿
る
神
―
青
森
県
津
軽
地
方
に
お
け
る
オ
シ
ラ
サ
マ

信
仰
の
現
在
」
小
池
淳
一
編
『
民
俗
の
な
か
の
植
物
―
日
韓
比
較
の
視
点

か
ら
』
二
〇
一
一
年　

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館

山
田
嚴
子
編
『
映
像
解
説　

オ
シ
ラ
サ
マ
信
仰
の
「
現
在
」』
二
〇
一
四
年　

弘
前
大
学
人
文
学
部

山
田
嚴
子
・
柴
田
彩
子
編
『
オ
シ
ン
メ
サ
マ
資
料
集
①
』
二
〇
一
五
年　

弘

前
大
学
人
文
学
部

山
田
嚴
子
・
柴
田
彩
子
編
『
オ
シ
ン
メ
サ
マ
資
料
集
②
』
二
〇
一
七
年　

弘

前
大
学
人
文
社
会
科
学
部

山
田
嚴
子
「
潜
在
的
な
宗
教
者
を
め
ぐ
る
予
備
的
考
察
」
山
田
嚴
子
編
『
潜

在
的
な
宗
教
者
と
知
識
の
配
置
を
め
ぐ
る
民
俗
学
的
研
究
』
二
〇
一
七
年　

弘
前
大
学
人
文
社
会
科
学
部

レ
イ
ブ
、
ジ
ー
ン
・
ウ
エ
ン
ガ
ー
、
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
／
佐
伯
胖
訳
『
状
況
に

埋
め
込
ま
れ
た
学
習
』
一
九
九
三
年　

産
業
図
書

（
付
記
）
筆
者
は
弘
前
大
学
関
連
の
事
業
で
は
戸
籍
上
の
表
記
で
あ
る
「
山
田

嚴
子
」
を
用
い
、
論
文
は
「
山
田
厳
子
」
の
表
記
を
用
い
て
い
る
。
本
稿

は
姜
科
研
の
他
、JSPS K

A
K

EN
H

I G
rant N

um
ber2637094

「
潜
在
的

な
宗
教
者
と
知
識
の
配
置
を
め
ぐ
る
民
俗
学
的
研
究
」（
研
究
代
表　

山
田
）

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。

　

久
渡
寺
前
住
職
故
高
坂
智
文
氏
と
奥
様
の
幾
子
氏
の
ご
協
力
に
お
礼
を

申
し
上
げ
ま
す
。

 

（
や
ま
だ
・
い
つ
こ
／
弘
前
大
学
）


