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は

貞
観
十
八

年
（

八

七
六
）

の

こ

と

で

あ
っ

た
。

そ
の

こ

と

を
示
す

『

類

聚
三

代
格
』

所

載
の

官
符
か

ら
は、

神
主
設
置
に

至
る

ま
で

の

経
緯
も

把

握
す
る

こ

と

が

で

き
る

が
、

そ
れ
に

よ
れ

ば
、

石

清
水
宮
に

集
う
入
々

の

「

神
事
」

へ

の

希
望
が

あ
っ

た
こ

と

が

窺
え、

神
主

設
置
が

そ
う
し
た

状

況
へ

の

対
応
策
で

あ
っ

た

こ

と
が

分
か

る
。

こ

う
し
た

点
か

ら、

神
社
す

な

わ
ち

神
事
の

場、

と
い

う
意
識
が、

平
安
時
代

中
期
の

人
々

に

共

有
さ

れ

て

お

り
、

僧
侶
も
そ
の

流
れ
に

対
し
て

、

自
ら
法
会

等
を

実
践
す
る

こ

と

に

よ

っ

て

克

服
す
る

こ

と

は
考
え
て

い

な

か
っ

た
こ

と

が

明
ら
か

に

な

る
。

　
い

ま
一

点
は

、

古
代
・

中
世
の

神
事
の

中
で

も

最
も
重

要
な
も
の

と

位

置
付
け
ら

れ

る
天
皇
の

神
社
行
幸
を

取
り

上

げ、

こ

の

際
の

神
社
関
係
者

の

動
き

を
つ

ぶ

さ

に

確
認
す
る
こ

と

と
し
た

。

天
慶
の

乱
の

奉
賽
を

目
的

に

朱
雀

朝
に

行
事
化
さ

れ
た

神
社
行
幸
は
、

天

皇
が

境
内
で

御
禊
を

行

い
、

神
前
で

上

卿
が
宣

命
を

奉
読
す
る
な
ど

、

そ

の

次
第
か

ら

神
事
で

あ

る

こ

と

が

確
認
さ

れ
る
が

、

こ

の

対

象
と

な

る
神
社
の

中
に

は、

先
述
の

石
清

水
宮
や

山
城
北
野

社
・

祗
園
社
の

よ
う
に

、

僧
侶
が

組
織
の

ト

ッ

プ

で

あ
る

と

こ

ろ

も
存
在
す

る
。

そ
し
て
、

行
幸
に

際
し
て
、

そ

の

中
心
で

あ
る

僧
が

賞
に

預
か

る

ケ

ー

ス

が

見
ら
れ
る

。

こ

う
し
た

点
を

踏
ま

え
る

と
、

神
仏
隔
離
の

思
想
等
に

よ

り
神
職
が

介
在
す

る

こ

と

が

想
定
さ

れ
る

神
事
に

対
し

て
、

僧
が

直
接
的
に

か

か

わ
っ

て

い

た
の

で

は
な
い

か

と

い

う
疑

問
が
生
じ

て

く
る

。

こ

の

点
に

留
意
し
て

、

中
世
初
頭
に

あ
た

る
平

安
時
代
末
期
象

で

の

行

幸
の

例
を
み
る

と、

そ

の

次
第
が

確

認
で

き

る

ほ

と

ん

ど
の

神
社
で

神
事
に

直
接
か

か
わ
る

役
は

神
主
・

禰
宜
な
ど
と

い

っ

た

神

職
が

担
っ

て

い

た
。

し
か

し
、

北
野

社
は

そ

の

例
外
で、

永
久

元
年

（

一
一

＝
二
）

の

行
幸
の

記
録
を
と
ど

め
る

当
時
の

日

記
『

長
秋
記
』

に

よ
っ

て
、

別
当
か

権
別
当
を
示

す
も
の

と
み

ら
れ
る

「

法
官
」

が

奉
仕
し

て

い

る

こ

と
が

分
か

る。

も
っ

と

も
、

注
目
す
べ

き

は

『

長
秋
記
』

の

そ

の

後
の

記
述
で、

そ

の

こ

と

が

先
例
で

は

な

い

と

い

う
趣
旨
と

受
け
止
め

ら
れ
る

所
感
を、

記
主
・

源

師
時
が

書
き

留
め

て

い

る

こ

と

で

あ
る

。

そ

の

点
か

ら
、

神
社
で

の

神
事
に

対
し

て

は
、

神
職
が

対
応
す
る

と

い

う
認

識
が
存

在
し

て

い

た

可
能
性
が

示

唆
で

き

よ

う
。

　
こ

れ
ら

ご

点
を

総
合
す
る

と
、

文
章
に

す
る

と

当
た
り

前
の

こ

と
と

し

て

受
け
止
め

ら
れ
る

こ

と

で

は

あ
る

が
、

神
社
に

お

け
る

神
事
に

つ

い

て

は、

僧
侶
で

は
な

く

神
職
が

担
う
と

い

う
認

識
が、

古

代
・

中

世
の

転
換

期
に

お

い

て

は

強
く

存
在
し

て

い

た

こ

と

は

ま

ず

指
摘
で

き
る

。

た

だ

し
、

他

方
で

、

僧
侶
が

携
わ

っ

て

い

た
と

い

う
事
実
が

あ
る

こ

と

を
踏
ま

え
る
と
、

院
政
期
に

お

い

て
、

僧
侶
で

あ
っ

て

も
そ

れ
を
執
行
す
る
こ

と

が

あ

り
え

る

「

神
事
」

が

存
在
し

て

い

た

と

い

う
こ

と

と、

僧
侶
で

も

「

神
事
」

を

行
う
こ

と

が
で

き

る

と

い

う、

こ

の

時
代
に

お

け

る

神
舐
信

仰
上
の

寛
容
性
が

存
在
し
て

い

た

と

い

う
こ

と

に

つ

い

て

は
、

看
過
し

て

は

な
ら

な
い

も
の

と

考
え
る

。

賀
茂
別
雷
神
社
に

お

け

る

神
仏
関
係
の

構
造

　
　

−
神
主

・

供
僧
相
論
を

中
心
に

i太

　
田

直

之

　
神
仏
習
合
や
分

離
の

問
題

、

そ
の

中
で

の

神
職
と

僧
侶
と

の

関
係
を

考

え
る

に

あ
た

っ

て、

江

戸
時
代
に

入
っ

て

間
も
な
い

十
七
世
紀
の

後
半
と

い

う
時

代
が
一

つ

の

大
き

な
画
期
と

な
っ

た

こ

と

は

早
く
か

ら
指
摘
さ

れ
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て

い

る
。

そ

の

背
景
と
し
て

吉
田

神
道
や

儒
教
の

影

響
な

ど
、

思
想

的
な

側
面
か

ら

の

分
析
が
な
さ
れ
て

い

る

が
、

中

世
か

ら

近
世
へ

の

変
化
の

中

で

神
社
や

神
職
を

襲
っ

た

社
会
や

経
済
状
況
の

変
化
と

い

っ

た

視
点
か

ら

の

考
察
は

あ
ま

り
な
さ

れ
て

い

な
い

。

本
報
告
は、

賀
茂
別
雷
神
社
（
賀

茂
社）

に

お

け

る

神
仏
関
係
の

変
化
を

概
観
し
、

神

仏
関
係
の

構
造
と
、

そ
の

変
化
の

要

因
を

探
る

こ

と

で
、

神
仏
関
係
史
再
考
の

た

め

の
一

つ

の

視
覚
を
提
示
す
る

こ

と

を
目
的
と

す

る
。

　

前
近
代
の

賀
茂

社
に

は

社
家
を

中
心
と

し

て
、

供

僧
や

寺
庵
が

存
在
し

て

い

た
。

賀
茂

社
の

神
仏
関
係
の

特
徴
と
し

て

は
、

 
神

前
へ

の

僧
体
の

者
の

参
入
が

禁
止
さ

れ、

神
仏
隔
離
の

原

則
が

存
在
し
て

い

た
こ

と
、

 

供

僧
は

天
下
安
全
の

た
め

の

公

的
な

祈
蕎
に

携
わ
り、

神

社
年

中
行
事
の

一

部
を

構
成
し

て
、

葬

事
に

は

関
わ

ら

な
か
っ

た

の

に

対
し、

寺
庵
は

社

家
の

「

檀
方
」

と

し

て

そ

の

葬

儀
を

行
っ

て

い

た
こ

と
、

 
鎌
倉
か

ら

南

北
朝
期
に

は

社
司
子
弟
が

出
家
し

て

供
僧
と
な
る

ケ

ー
ス

を
見
出
す
こ

と

が

で

き
る

な
ど、

両
者
の

関
係
は

密
接
な

も
の

で、

補
任
権
は

社
家
が

有

し

て

い

た

が
、

中
世
後
期
に

は
供
僧
に

よ

る

社
家
か

ら

の

自
立
の

方
向
性

が

芽
生
え

た
こ

と、

な

ど

を
あ
げ
る
こ

と

が

で

き
る

。

　

中
世
に

お

け
る
賀
茂

社
の

神
仏
関

係
は

以
上

の

よ
う
な

構
造
で

安
定
し

て

お

り、

目
立
っ

た
両

者
の

対
立
は

見
出
せ

な
い

が
、

近

世
に

入
る

と

こ

う
し
た

状
況
が
一

変
し、

両
者
の

相
論
が

勃
発
す
る
こ

と
と

な
る

。

こ

う

し

た

変
化
を

も
た

ら
し
た

最
大
の

要
因
は
近

世
賀
茂
社
領
が

確
定
し

、

そ

の

規
模
が
大

幅
に

減
少
し

た
こ

と

求
め

ら
れ

る
。

豊
臣
秀
吉
の

太

閤
検
地

は
、

当
知

行

所

領
の

み

に

限
ら

れ

て

お

り、

大
部
分
の

所
領
は

没

収
さ

れ
、

社
領
と

し
て

認
め

ら

れ
た
の

は

二

五

七

五

石

余
と

な

り、

こ

れ

が

江

戸
時
代
を
通
じ
た

社
領
と

な
る

。

そ

の

内
訳
は

氏
人

分
が
一

八
〇
〇
石、

供

僧
が
三

三

〇
石

、

寺
庵
が
一

〇
〇
石

で

あ
り、

社
司
が

支
配
で

き
る

所

領
は

ほ

と

ん
ど

な

く、

そ

の

経
済
的
な

打
撃
は

最
も

大
き

か
っ

た
。

　
こ

う
し
た

状
況
を

背
景
と

し

て、

寛
永
十
→

年
以
降、

神
主
・

供

僧
間

の

相
論
が

展
開
し

て

い

く
。

寛
永
十
三

年
に

は、

氏
人
と

供
僧
が
所

領
を

押
領
し

て

お

り

神
主
が

困
窮
し

て

い

る

こ

と、

所

領
を

再
配
分
す
べ

き
こ

と

を

社
司
よ

り

出
訴

。

こ

の

訴

訟
を

受
け

寛
文
四

年
に

は
、

氏

人
・

供

僧
・

寺
庵
領
か

ら
二

五

〇

石
を
没

収
し

社
職
料
と

し

て

再
配

分
す
る

こ

と、

社
頭
に

お

け

る

神
主
と

社
僧
の

「

混
乱
」

を
禁
止
し、

神
事
へ

の

供

僧
関
与
を

禁
止
す
る

こ

と

な

ど
を
盛
り
込
ん
だ、

幕
府
寺
社
奉
行
所
の

裁

許
が

下
さ

れ
る

。

同

年
に

は

供

僧
に

よ

る

所

領
返
還
訴
訟
が
開
始
さ

れ、

寛
文
六

年
に

没

収
供
僧
領
の

補
填
と
し

て

金
子
二

五

〇

両
と
毎
年
十
五

石

の

米
を

支
給
す

る
こ

と

が

決
定
す
る

。

供
僧
方
は
こ

の

決
定
に

満
足
せ

ず、

延
宝

年
問
に

は

再
び

所
領
の

返
還
訴
訟
を
開
始
す
る

が
、

社
司
方
は

こ

れ
を

受
け
て
、

供

僧
は

社
司
の

支
配
下
で

あ
る

こ

と

と
、

訴
訟
の

中
核

供
僧
の

処
罰
を

京
都
町
奉
行
へ

出
訴。

同
年
社
司
方
が

勝
訴
し
、

こ

れ
以

降
神
社
内
に

お

け
る

社
司
主
導
体
制
が

確
立
し、

供
僧
は

社
家
に

競
合
す

る

力
を

喪
失
し

た

の

で

あ
る

。

　
こ

の

よ

う
に

賀
茂
社
の

神
仏
関
係
の

変
化、

賀
茂
社
に

お

け

る

神
仏
分

離
へ

の

第
一

歩
は

所
領
に

関
す
る

経
済
的
な

問
題
に

端
を

発
し
、

こ

れ

が

社
内
に

お

け
る

身
分
的
位
置
づ

け
の

問
題
へ

と

発
展
し

て

い

っ

た

も

の

で

あ
っ

た
。

こ

う
し

た

所
領
を

め

ぐ

る

階
層

間

相
論
は、

近

世
初

頭
の

寺

院
・

神
社
内
で

数
多
く
引
き

起
こ

さ

れ、

そ

の

際
の

幕
府
の

裁
決
に

は

上

位
者
優
位
の

原

則
が

存
在
し

て

い

た

こ

と

が

指
摘
さ

れ

て

お

り、

賀
茂
社

お

け
る

社
司
の

勝
利
も

こ

う

し

た

幕
府
の

原
則
の

結
果
も
た

ら

さ

れ

た

と

考
え
る

こ

と

が

で

き
る

。

近

世
初
頭
に

お

け

る

神
仏
分
離
の

背
景
に

は、
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近

世
的
な

所
領
の

確
定
と

幕

府
に

よ

る

新
た

な

秩
序
形
成
の

志

向
と

い

う

要
因
が

大
き
く

影
響
し

て

い

た
と

想

定
で

き
、

今
後
は

こ

う
し
た

視
点
か

ら
の

研
究
が

必
要
に

な
る

と

考
え

ら
れ

る
。

こ

れ
に

よ

り
神
仏
関

係
に

関

す
る

研
究
は

、

社
会
全
体
と
の

関
わ

り
の

中
で
、

よ
り

大
き

な
問
題
と

し

て

捉
え
な
お

す
こ

と

が
可

能
と
な

る

で

あ
ろ

う
。

伊
勢
の

神
葬
祭
か

ら
見
る

神
仏
関
係

本

澤

雅

史

　
伊
勢
（
宇
治
山
田）

に

お

い

て
、

神
葬
祭
が

広
く
民

間
に

行
わ
れ

る

よ

う
に

な
っ

た

の

は
、

明
治
以
降
で

あ

り、

そ

れ
ま
で

の

伊
勢
の

葬
法
を

特

徴
づ

け
て

い

た
の

は
、

死
者
を

危
篤
の

状
態
で

あ
る
と
し
て

墓
地
や
寺
院

に

送
る

「

速
懸
（

は

や
が

け）
」

と

い

う
葬
法
で

あ
っ

た
。

こ

の

葬
法
は
、

神
葬
祭
の

源
流
で

は

な
く、

あ
く
ま

で

も

「

死
穢
を
避
け

る

た
め

の

方

便

と

し

て、

清
浄
を

重
ん
じ

る

伊
勢
祠
官
の

問
で

行
わ
れ
た

特
殊
な

葬
法
」

（

岡
田

荘
司

氏
「

神
道

葬
祭
成
立

考
」

『

神
道
学
』

］

二

八

号
）

と

考
え

ら

れ

て

い

る
。

ま

た

近
代
以

降
の

伊
勢
に

お

け

る

神
葬
祭
は

、

近

刊
の

『

伊
勢
市
史
』

第
八
巻

、

民

俗
編
（
平
成
二

十
｝

年
八

月、

第
四
章

　
社

会

変
動
と

民
俗
・

第
三

節
　
近

代
と

宗
教
変
動
く

櫻
井
治

男
氏
「

伊

勢
市

の

神
葬
祭
」

・

濱
千

代
早
由

美
氏
「

神

葬
祭
の

実
施
」

V）

に

ま

と
め

ら

れ

て

い

る
。

そ

れ

に

よ

る
と
、

そ
の

よ

う
な

伊
勢
に

あ
っ

て
、

慶
応
四
年
三

月
二

十
八
日、

神
仏
分
離
令
が

発

令
さ

れ
（
太

政
官
第
一

九
六

号）
、

同

年
閏
四
月

十
九
日

　

神
職
の

家
は

神
葬
祭
へ

転
換
す
る
こ

と
と

な

り
（
諸

国
神
職
宛
神
祗
事

務
局
第
三

二

〇

号
）

、

同
年
六

月
二

十
四
日
に

は
、

ま

ず
『
祖
祭
略
記
』

（

昭
和
三

年
「

宇

治
山
田

市
史
資
料
」

風
俗
篇
四

・

葬

祭

下
）

が

著
さ
れ

、

神
宮
祠
官
の

祖
先

祭
祀
か

ら

仏
教

色
が

排
さ

れ、

さ

ら
に
、

明

治
元

年
十
→

月
「

神
葬
祭
発

令
」

（

大
正

九

年、

川

原
由
松
編

『

訂
正

神
都
年
表
草
稿
』

に

よ
る）

に

基
づ

き、

同
年
十
月
か

ら

十
二

月

に

か

け

て
、

神
葬
祭
へ

の

改
め

願
が
左

記
の

各
村
か

ら

度
会
御

府
や

御
会

合
所
に

出
さ

れ
る

に

至
る

（

三

重
県
庁
所
蔵
明
治
期
文
書）

。

　
本
発
表
で

は、

伊
勢
に

お

け
る

神
葬
祭
に

あ
っ

て
、

ど

の

よ

う
に

仏
教

的
要
素
が

判
別
さ

れ、

排
斥
さ

れ
て
神
葬
祭
が
確
立

し
て

行
っ

た
の

か

を

探
っ

て

い

く
。

　
ま

ず
、

明
治

元
年
十
一

月
『

神
葬
祭
之

事
』

（
村
井

市
平
所

蔵
、

昭
和

三

年
「

宇
治
山
田
市

史
資
料
」

風
俗
篇
三
・

葬
祭
上
）

及
び

明
治
二

年
七

月

発
行
の

『

神
領
葬
祭
略
式
』

、

ま
た

明
治
二

年
六

月
十
日

　
本
町
所

蔵

「

書
留
」

（
昭
和
三

年
「

宇
治

山
田

市
史
資
料
」

風

俗
篇
三

・

葬
祭
上）

な
ど

に

よ

り、

幕
末
か

ら
明

治
元

年
に

か

け

て

山
田

奉
行
所
・

度
会

府
が

神
領
民
に

神
葬
祭
を
奨
励
し
て

き

た

わ

け
で

あ
る

が、

そ
の

礼

式
を
ど

の

よ

う
な

基

準
で

統
一

し

よ
う
と

し
た

の

か
。

ま

た、

従
来
か

ら

神
領
内
で

触
穢
を
恐
れ
て

行
わ

れ
て

い

た
「

速
懸
」

を
ど
の

よ

う
に

位
置
づ

け、

葬

儀
次
第、

死

者
の

着
衣、

棺
の

様
式、

位
脾
な
ど
か

ら
仏
教
的
要
素
を
ど

の

よ

う
に

排
斥
し

て

い

っ

た
の

か

を

考
察
す
る

。

　
次
い

で
、

明
治

初
年

、

神
宮
学
の

泰

斗、

御
巫
清
直
が

恐
ら
く
度
会
府

か

ら

「

其
式
法
ヲ

撰
訂
ス

ヘ

キ

旨
仰
セ

下
サ
」

り
著
わ
し

た

と

推
定
さ

れ

る

『

神
民

葬
式
』

（

神
宮
文
庫

・

第
二

門
・

二

三
一

〇

号
）

の

内

容
を

分

析
す
る

。

『

神
領
葬
祭

略
式
』

で

は

「

別
に

異
な
る

新
式
を

設
く
る

に

及

ぼ

ず
」

と

し

て、

「

速
懸
」

を

「

神
事
を

重
ん
ず
る

神
忠
よ

り
出
た
る

事
」
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