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霊
と
し

て

語
る

傍
系
の

死
者
は

、

自
分
の

世
代
以
下

の

者
に

限
ら

れ

て

い

る
。

ま
た
、

珍
島
や
光
州
の

降
紳
巫

が

憑
依
霊
と

し

て

語
る

の

は

三

代
前

ま
で

の

死
者
で

あ
る

の

に
対
し
て
、

ソ

ウ
ル

の

降
神
巫

は

三

代
前
ま
で

の

死
者
だ

け
で

な
く、

五
代
前

、

七

代
前、

十
代
前
な
ど、

幾
世
代
も
遡
っ

た
死
者
も
憑
依
霊
と

し
て

語
っ

て

い

る
。

そ
し
て、

多
様
な
傍
系
の

死
者

も
憑
依

霊
と
し
て

語
る

珍
島
や

光
州
の

降
神
巫
で

は
、

自
分
と

の

続

柄
が

具

体
的
で

明
ら
か
な
死

者
が

憑
依
霊
と

さ
れ
て

い

る
一

方、

幾
世
代
も
遡

っ

た

死

者
も
憑

依
霊

と
し
て

語
る

ソ

ウ

ル

の

降
神
巫

で

は、

憑

依
霊
と
の

具
体
的
な
続
柄
よ

り
も

、

憑
依
霧

と
し
て

の

死
者
の

世

代
数
に

関
心
が

置

か

れ

て

い

る

と

考
え
ら

れ

る
。

憑
依
霊
と
し

て

の

死
者
に
以
」

L

の

よ

う
な

特
色
が

指
摘
で

き
る

ソ

ウ

ル

の

降
神
巫

を
、

さ
ら
に

第
＝ 一
の

グ

ル

ー

プ
と

し

て

分
類
で

き
る
と

思
わ

れ
る
。

送
葬
に
お

け
る

遺
品
と

貨
幣

　
　
　

　
唱
衣

法
の

考
察
か

ら

ー

金

　
子

　
奈

　
央

　

禅
宗
清
規
に

記
載
さ

れ
る

唱
衣

法
−

住

持
や

僧

侶
の

遺
品
を
競

売
に

か

け
る

儀
礼
1
に

つ

い

て

は
、

主

と

し
て

「

勅
修
白

丈
清
規
』

（
以
下

『

勅

規
］

と

略
す）

を

対
象
に

そ
の

教
義
的
・

経
済
的

意
義
に

つ

い

て

考
察
を

ま
と

め

た
こ

と

が
あ
る

（
金

子
奈
央
「

『

勅
修
百
丈
清
規
』

に

お

け
る

唱

衣
法
の

意
義
−

遺
品
の

動
き
を
中
心
に
ー

」

『

東
ア

ジ
ア

仏
教
研
究』

第

九

号、

二

〇
一
一

年∀

が
、

唱

衣
は
一

連
の

葬
送
儀
礼
の

中
で

行
わ

れ

る

こ

と

か
ら、

本
発
表
で

は

主
と

し
て

「

勅
規
』

に

記
さ

れ
る

葬
送
儀
礼
の

文
脈
か
ら
唱
衣
に

光
を
当
て
、

唱
衣
に

お

け
る

遺
品
と

貨
幣
と

い

う
要
素

に
つ

い

て

宗
教
学
的
側
面
か

ら

考
察
す
る

こ

と

を
目
的
と

す
る

。

　
『

勅
規
』

に

記
載
さ

れ
る

葬
送
儀
礼
は
二

重
葬
の

特
徴
を

そ
な
え
て

い

る
。

二

重

葬
に

お

い

て

は
、

ま
ず
一

次
葬
〔
腐
敗
す
る

肉
体
の

共
同

体
か

ら
の

分
離
と

骨

化）

は

時
間
に

支
配
さ
れ

る

個
人
と

死
の

持
つ

汚
染

力
と

関
わ

り、

二

次

葬
は
死
者
の

役
割
の

転
換
と

伝
統
的
権
威
の

十

台
と

し
て

の

秩
序
の

再
創
出
と
い

っ

た
再
生
と

関
わ

る
と

指
摘
さ

れ
る

。

唱
衣
は

住

持

や
僧

侶
の

遺
体
が

適
切
に

処
理

さ

れ
た

後
（
火

葬
の

際
は

骨

化
し
た

後
、

土
葬
の

際
は

入

塔
・

撒
土
以

後）

1
一

次
葬
の

完
了
後

、

二

次
葬
の

開

始
以
前
と
い

う
タ

イ
ミ

ン

グ

ー
に

行
わ

れ、

『

勅
規
』

に

よ

れ
ば

叢
林

の

構
成
員
は

死

去
し

た

住
持
・

僧

侶
の

遺
体
処
理
や

骨
化
が
完
了
し

た

事

を

確
認
し

て

い

る

と

考
え
ら
れ

る
。

　
一

方、

「

勅
規
』

の

記
述
か
ら
は
、

競
売
さ

れ
る

遺

品
は

死

者
の

日
用

品
が

中
心
と

な
る
こ

と

が

想
定
で

き
る、．

死
者
の

日

用
凵

叩

は

身
体
性
に

代

わ

る

実
体
に

よ

る
「

隠
喩
的
表
象
」

と

し
て
、

死
者
の

実
在
性
の

保
証
と

な
る

と

い

う
指
摘
が
あ
る

。

加
え
て

こ

う
し
た

日
用
品
は

遺
骨
や
位
牌
と

は

異
な
り
正
式
な
落
ち
着
き
先
が

あ
る

わ

け
で

は
な
く

、

死
の

表
象
と
し

て

の

こ

う
し
た

遺
品
が

、

共
同
体
秩
序
が
回
復
さ
れ

る

二

次
葬

完
r
後
に

共
同
体
に

取
り
残
さ
れ
る

危
険
性
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る

。

上

記
の

唱

衣

実

施
の

タ

イ
ミ

ン

グ
ー
一

次
葬

完
了
後、

二

次
葬
の

開
始
以

前
1
を

考
慮

す
れ

ば、

唱
衣
と
は
こ

う
し

た

行
き
場
の

な
い

遺

品
を

「

商
品
」

へ

と

変

換
さ

せ
て

処
理

す
る

機
能
を
持
つ

と
考
え
ら
れ

る
。

　

唱
衣
に

は
三

者
ー
死

者
・

大
衆
（

唱
衣
に

参
加

す
る

生

者
）

・

役
職
者

（
叢
林
権
威
の

代
理

者）

1
が

関
わ
る

。

唱
衣

に
お
い

て

競
売
さ
れ

る

遺

品
が
死
者
の

生

前
に

封
印
さ
れ

る

事
、

唱

衣
が

送
葬
の

流
れ
に

お
い

て
一

次
葬
と

二

次
葬
と

の

狭
間
に

実
施
さ

れ

る

事
、

「

死
の

実
在
」

を

象
徴
す
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る

遺

品
の

「

商
品
」

と
し

て

の

処
分
で

あ
る

事、

唱
衣
の

実
施
に

よ
る

物

品
の

交

換
・

売
買
に

つ

い

て

は

死

者
と

大
衆
の

間
に

叢
林
が

介
在
す
る

事
、

が

確
認
で

き
る

。

こ

こ

か

ら
、

唱
衣
と
そ

の

実
施
に

関
し
て

は
、

死

の

実
在
の

表
象
と

い

う
危
険
性
を
回
避

す
る

と
と

も
に、

送
葬
完
了
後
の

共
同
体
秩
序
の

回
復
を
目
指
す
過
程
に

お
い

て、

死
の

表
象
を

転
換
し
、

叢
林
全
体
か

ら
排
除
す
る

た

め

の

仕
組
み
の
一

つ

と

考
え
る

事
も

出
来
よ

・
つ

。

　

ま
た

、

唱
衣
は

贈
与
で

は

な

く、

遺

品
を

貨
幣
と

交
換
す

る

場
で

あ

る
。

貨
幣
を

媒
介
と
し

た

交
換
に

は

人

格
や
社
会
関
係
が

不
在
で

あ
る

と

指
摘
さ

れ
る

点
か
ら
も

、

唱
衣

に

お
い

て

は

死

者
へ

の

負
債
感
覚
を
持
た

な
く
て

済
む
と
も

考
え
ら

れ
る

。

ま
た

、

死
の

実
在
を

表
象
す
る
遺
品
の

交
換
と

い

う
文
脈
に

お
い

て

は、

商
品
交

換
の

形
態
を

取
る

事
が、

二

次

葬
完
了
後
に
再
統
合
後
さ
れ
る

共
同
体
に

お
い

て

死
の

危
険
性
を
回
避
す

る

仕
組
み

だ
と

い

う
見
方
は

可
能
で

あ
ろ

う
。

遺
品
が

姿
を

変
え
た

貨
幣

は

唱
衣
に

よ
る

収
入
と
な

り、
「

修
行
の

場
」

で

あ
る

叢
林
内

に
配

分
さ

れ

る

こ

と
に

よ

り、

そ
の

経
営
維
持
に

寄
与
す
る

結
果
と
な
る

。

　

こ

こ

か

ら
、

死

者
の

骨

化
以

後、

二

次
葬
開
始
以
前
に

行
わ
れ
る

遺

品

競

売
と

し

て

の

唱
衣
と

は
、

共
同
体
が

再
統

合
へ

向
か

う
過

程
に

お
い

て
、

死
の

実

在
を

表
象
す
る

行
き
場
の

な
い

遺
品
を、

貨
幣
を

媒
介
と
し

て

処
分
す
る
こ

と

に

よ

り、

新
た
に

再
生

す
る

共
同
体
の

構
成
要
素
と
し

て

安
全
に
環
流
さ
せ

る
装
置
の

役
割
を

果
た
す
と

共
に
、

唱
衣

に
よ

る
収

入
を、

僧
侶
た

ち
の

「

修
行
の

場
」

た

る

叢
林
の

維
持
と

い

う
聖
な

る
役

割
へ

と

変
換

し

う
る

結
節
点
で

あ
っ

た
と

も
言
え
る

の

で

は

な
か

ろ

う

か
。

遺
影

奉
納
と

死
者
の

追
庫

　
　
　
　
岩

于
県
宮

古
市
の

あ
る

寺
院
の

事
例
か
ら

山

　
田

　
慎

　
也

　

本
発
表
で

は
、

岩
手
県
宮
古
市
の

あ
る

寺
院
別

院
に

奉
納
さ

れ

た

遺
影

の

悉
皆
調
査
か

ら
、

遺
影
の

成
立
と
死
者
の

属
性
に

つ

い

て

検
討
す
る

こ

と
を
目

的
と
し

て

い

る
。

発
表
者
は、

近

年、

継

続
的
に

岩
手
県
を
中
心

に

寺
院
に

奉
納
さ
れ
た
絵

額
や

遺
影
に

つ

い

て

調
査
を
行
っ

て

き
た

。

そ

こ

で

は、

遺

影
が
ど
の

よ

う
に

成
立
し、

使
用
さ
れ
て

き
た
か
を

検
討
す

る

こ

と
に

よ
っ

て、

現
在
で

は

死
者
の

表
象
と

し
て

重
要
な
要
素
と

な
っ

て

い

る
遺
影
に

つ

い

て

考
察
す
る

た

め

で

あ
る

。

　

さ
て、

岩
手
県
下
で

は

ひ

ろ

い

範
囲
で

、

菩
提
寺
に

遺
影
を

奉
納
す
る

習
俗
が
み
ら
れ
、

寺
院
本
堂
下

陣
や

回

廊
の

上

部
壁
面
な
ど

に

は
、

何
段

に

も
遺
影
が
並
ん

で

掲
げ
ら

れ

て

い

た
。

し
か

し
、

本
堂
の

新
築
や
改
修

な
ど
を

期
に
、

こ

う
し

た

額
を
は

ず
す
寺
院
も

多
く

、

今
で

は

こ

う
し

た

光

景
を

見
る

こ

と
が
で

き
る

寺
院
も
数
少
な
く
な
っ

て

い

る
。

　
こ

う
し

た
遺

影
の

奉
納
習
俗
に

つ

い

て

は
、

い

ま
の

と
こ

ろ

岩
手
県
中

央

部
と
そ
の

他
の

地
域
で

は
、

そ
の

展
開
が
異
な
っ

て

い

る

こ

と
が
次
第

に

明
ら
か

に

な
っ

て

き
た

。

県
中
央

部
の

北
上
川
流
域

、

盛
岡
か
ら
北
上
、

花
巻
地
方、

ま
た
遠
野
盆
地
を

中
心
と

し
た

地
域
で

は
、

遺
影

写
真
を
奉

納
す
る
以

前、

近
丗
末
期
か

ら

大
正

期
に

か

け
て、

絵
馬
の

よ

う
な
大
型

の

絵
額
を

奉
納
し
て

い

た

の

で

あ
る

。

こ

れ

は

浮
世
絵
風
の

図
像
と

彩
色

で

戒
名
や

没
年
月
日
と
と
も
に

死

者
の

姿
を

描
い

た

も
の

で

あ
っ

た
。

そ

し
て

明
治

後
期
に

な

る

と
絵

額
の

奉
納
が

次
第
に

減
少
し

て

い

く
の

に

対
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