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修
験
道
系
柱
松
行
事
の

行
わ
れ
る

場

　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　

由
谷
　
裕
哉

　

柱
松
と
は

木
の

幹
・

枝
な
ど

を
縛
っ

て

柱
状
に

立
て

た

祭
具
の

こ

と

で
、

夏
の

盆
の

頃
に

何
ら
か
の

霊
魂
を
迎
え
る
意

味
づ

け
で

そ
れ

を
燃
や

す
場
合
と、

近
世
な
ど
に

修
験
者
が
そ
の

点
火
に

関
与
し

た

場
ム
ロ

と

が

あ

る
。

報

告
者
は

本
学
会
の

二

〇
〇

五

年
度
お
よ
び
二

〇
一

〇

年
度
大
会
に

お
い

て、

仮
に

「

修
験

道
系
柱
松
」

と

称

す
る

後
者
に

つ

い

て
、

戸
隠
・

妙
高
・

小

菅
の

事
例
に

つ

い

て

報
告
を
行
っ

て

き
た
（
要
旨
は

『

宗
教
研

究』

七
九
巻
四

号
お

よ
び
八

四

巻
四

号）
。

　

今
回
は

、

新
潟
県
妙
高
市
の

関

山

神
社
火

祭
り
に

お

け
る

柱
松
行
事
に

関
し

て
、

旧
・

関
山

権
現
の

別
当
で

あ
っ

た
宝

蔵
院
に

関
す
る

『

宝
蔵
院

日

記
』

の

翻
刻
が
全
三

巻
で

昨
年
完

結
し
た
こ

と
に

よ

り、

一

九

世
紀
に

お

け
る

妙
高
の

柱
松
行
事
に

接
近
し
や

す
く
な
っ

た

こ

と
、

お

よ

び

本
年

七

月
二

八

日

に

戸
隠
神
社
に

お

い

て

復
興
し

て

四

回
目
の

柱
松
神
事
が

挙

行
さ

れ
た

こ

と
と
を

併
せ
、

近
世

の

妙
高
と

戸
隠
に

お

け
る

修
験
道
系
柱

松
行
事
を

再
定
位
し
た

い

と
い

う
趣
旨
の

報
告
で

あ
る

。

　

妙
高
に

つ

い

て

は
、

完
結
し

た

『

宝
蔵
院
日
記
』

翻
刻
本
に

よ

る
と

、

】

九

世
紀
に

入
り
関
山
権
現
の

別
当
宝
蔵
院
が

夏
季
祭
礼
時
に

権
現
社
殿

へ

昇
殿
す
る

作
法
が
、

一

八

世
紀
に

比
べ

て

入
念
に

な
っ

た

こ

と
、

寛
政

八

年
（

一

七

九
六）

か

ら
祭
礼
に

「

先
達
」

と
い

う
役
職
が

登
場
し、

一

九

世
紀
に
入
る
と

信
州
の

大
聖
院
と
い

う
修
験
が

ほ

ぼ

幕
末
ま
で

そ
の

役

を

担
っ

た

こ

と
、

な
ど

が
明
ら

か

に

な
っ

た
。

　
一

方
で

復
興
し
た

戸
隠
神
社
の

柱
松
神
事
は
、

神
社
役
員
な
ど

有
志
に

よ
っ

て

二

〇

〇
三

年
に
復
興
し、

そ

れ

か

ら
三

年
毎
に
行
わ

れ
る

よ
う
に

な
っ

た

も
の

で
、

復
活
に
当
た
っ

て

は

『

戸
隠

祭
礼
図
巻
』

『

善

光
寺
道

名
所
図

会
』

や

『

三

所

大
権
現

祭
礼
之
次

第
』

な

ど

近
世
史
料
の

他、

ス

タ
ッ

フ

が

妙
高
お

よ
び
小
菅
神
社
（
長

野
県
飯
山

市
）

の

柱
松
行
事
を

見

学
し

た

知
見
が
生
か
さ
れ
て

い

る

と
の

こ

と
で

あ
る

。

そ
の

た

め

か
、

近

世
に

戸
隠
で

行
わ
れ

て

い

た

と
は

思
え
な
い

入
出
峰
が

儀
礼
的
に

再
現
さ

れ
た

り、

「

松
山
伏
」

が

入
峰
し
て

い

る

問
に

「

験

比
べ
」

が

行
わ

れ、

そ
の

二

演
目
の
一

と
し

て

近
世

戸
隠
権

現
の

夏
季
祭
礼
で

行
わ

れ

た

と

は

考
え
ら

れ
な
い

湯
立
て

が

実
演
さ

れ

る

な
ど
、

奇
妙
な

部
分
も

あ
っ

た
。

　

し
か

し
、

こ

の

「

験
比

べ

」

の

も

う
一

つ

の

演

目
と

し
て

行
わ

れ

た

「

三

剣
の

舞
」

が

『

戸
隠

祭
礼
図
巻
』

に

お

け
る
長

刀
に

よ

る
試
闘
に

対

応

す
る

と

主

催
者
側
が

位
置
づ

け
て

い

る

の

で
、

権
現
社
殿
で

の

仏
事
−

長
刀
1
柱
松
へ

の

点
火
と
い

う
同
図
巻
に

見
ら
れ
る

祭

礼
の

三

段
階
が
再

現
さ
れ
た
こ

と

に

な
る

（

な

お、

仏
事
は

拝

殿
内
で

の

神
事
で

代

行
）

。

さ

ら
に
、

こ

の

三

段
階
の

再
現

さ
れ

た

場
所
が、

そ
れ
ぞ
れ
戸
隠
中
社
拝

殿
1
広
庭
か
ら
石
段
で

三

段
ほ

ど

上

の
、

鳥
居
か
ら
拝

殿
よ
り
の

ス

ペ

ー

ス

ー
中
杜
バ

ス

停
そ
ば

の

広
庭
と
い

う
三

つ

の

祭

場
で

あ
り、

標
高
の

高

い

方
か
ら
低
い

方
へ
、

拝
殿
の

中
か

ら

遠
方
へ
、

と
い

う
位
置
関
係
で

あ

る
。

こ

れ
ら
の

祭
場
が

近
世
戸
隠
中
院
に

お
け
る

柱
松

行
事
の

実
態
を
反

映
し
て

い

る
と

仮
定
す
れ

ば
、

こ

う
し
た

祭
場
の

移
動
は

妙
高
関
山
の

柱

松
行
事
と
全
く
一

致
す
る

。

　

戸
隠
の

場
合

、

関
山
に

見
ら

れ
た

別
当
寺
院
か
ら

権
現
社

殿
ま
で

の

行

列
が
史
料
の

上
で

も
復
興
し

た

祭
礼
に

も
見
ら
れ
な
い

が
、

そ
れ
以
外
の

次
第
は
、

神

輿
渡
御
が
な
い

こ

と

を

含
め

て

類
似
し

て

い

る

こ

と

を

報
告

者
は
か
つ

て

指
摘

し
て

い

た

（

『

関
山
神

社
火
祭
り
調
査
報
告

書
」

妙
高

市
教
育
委
員

会
、

二

〇

〇

六
年）

。

復
興
し

た

戸
隠
の

柱
松
神

事
を

今
回

拝
見
し、

柱

松
行

事
に

関
わ

る

祭
場
の

位
置
関

係
も

、

両
者
は

き
わ

め
て
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近

似
し

て

い

る

こ

と

が

明
ら
か
と

な
っ

た
。

　
と
は
い

え、

近
世
関
山

権
現
の

柱
松
行
事
は

六
月
一

七
日、

戸
隠
中
院

の

そ

れ
は

七

月
八
日
と

、

祭
日

に

は

か
な

り
隔
た
り
が
あ
る

。

修

験
道

系

柱

松
行

事
を
入
出
峰
の

験

競
べ

と

意
味
づ

け
る

五

来
重
の

説
を
想
起
す
れ

ば
、

両

者
と

も
近
世
に
峰
入
り
が

行
わ
れ

な
か
っ

た

か、

あ
る

い

は

柱
松

行
事
が
元
々

そ
れ
と

無
関

係
で

あ
っ

た
こ

と

に

起
因
す
る

の

で

は

な
い

だ

ろ

う
か

。

木
曽
三

川
十
六

輪
中
に

お

け
る

灌
漑

用
の

自
噴
井
と
水
神

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
下
本
英
津
子

　
本
発
表
で

は
、

濃
尾
平
野
の

木
曽
三

川
流
域
に

位
置
す
る

十
六

輪
中
で

灌
漑
用
に
使
用
さ

れ
た

自
噴
井
を
と

り
あ
げ
る

。

輪
中
と
い

う
環
境
に
お

い

て

自
噴
井
が
ど
の

よ

う
に

利
用
さ
れ
て

い

た

の

か
、

そ

し
て

自
噴
井
を

利
用
す
る

上
で

ど
の

よ

う
な
し
き
た

り
を
持
っ

て

い

た
の

か
に

つ

い

て

考

察
す
る
。

　
輪
中
と
は

、

洪
水
か
ら

集
落
や
耕
地
を
守
る

た

め

に

輪

形
堤
防
で

囲
っ

た

居
住
形
態
を

言
う

。

木
曽
川、

長
良
川、

揖
斐
川

の

三

川
が
流
れ
る

濃

尾

平
野

西
部
に

お
い

て

発
達
し

た
。

輪
中
の

課
題
の
一

つ

は
、

輪
形

堤
防

で

外
水
を
防
ぎ
な
が
ら

、

ど
の

よ

う
に

水
を

得
て

排
水
す
る
か、

と
い

う

点
に

あ
る

。

稲
作
が
生

業
の

中
心
で

あ
っ

た

輪
中
地
域
で

は、

灌

漑
用
水

の

取
排

水
が
課
題
と

な
っ

た
。

　
十
六
輪
中
は
、

揖
斐
川
支
流

沿
い

に

あ
る

小
規

模
な
輪
中
で

あ
り

、

輪

中
分
布
域
で

は

最
北
西
部
に

位
置
す
る

。

灌

漑
取
水
源
は
、

河
川

、

地
下

水、

隣
接
集
落
か
ら

の

排
水

、

の

三

種
あ
っ

た
。

そ
の

う
ち
地
下
水
を
利

用
し
た
自
噴
井
は
、

昭
和
三

〇

年
代
ま
で

盛
ん

に

利
用
さ
れ
て

い

た
。

自

噴
井
と
は、

水
を
通
さ
な
い

難
透
水
層
に

蓋
を
さ

れ

た

被
圧

地
下

水
が

地

上
ま
で

噴
出
す
る
井
戸
を

言
う

。

十
六

輪
中
は

、

扇
状
地

末
端

部
に

近
い

た
め

地
下

水
が
地

表
に

近
い

。

輪
中
内
の

ど
こ

で

掘
っ

て

も
自

噴
の

水
が

湧
い

た
。

　
自
噴
井
は
、

年
問
を
通
し
て

湧
き
続

け
る

。

た
だ

し
日

照
り
が

続
く
と

水
量
が
減
り、

逆
に
大
雨
が
続

く
と
水
量
が

増
す

。

輪
中
内
の

其
処
此
処

で

湧
き
続
け
る

た
め
、

井
戸
の

数
が
あ
ま
り
に

多
い

と
輪
中
内
部
の

水
が

排
水
で

き
ず
に

濫
れ

る
「

内
水
氾
濫
」

の

危
険
性
が
増

す
こ

と
に

な
る

。

　
井
戸
跡
と

聞
取
り
調
査
に

よ
れ
ば

、

昭
和
三
〇
年
頃
に

は
十
六
輪
中
内

で

二

四

個
の

自
噴
井
が
あ
っ

た
。

自
噴
井
が

設
け
ら
れ
た

場
所
は、

 
標

高
が

や

や
高
く
水
が

か
か
り
に
く
い

場
所、

 
取
水
口

や

水
路
か
ら

離
れ

水
が

来
る

の

が

遅
い

場
所、

 
苗
場
な
ど

安
定
的
に

供
給
で

き
る

水
が
必

要
な
場
所、

で

あ
る
。

　
十
六

輪
中
の

自
噴
井
の

形
状
は
、

深
さ
一

四
〜
一

五

メ

ー

ト
ル
、

直
径

一

五

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

程
で

あ
っ

た
。

水
管
に
は

か

つ

て

竹
が
用
い

ら
れ

た

が
、

後
に

ビ

ニ

ー

ル

管
が

普
及
し
た

。

井
戸
を

管
理
す
る
の

は

そ
れ
ぞ

れ

の

持
ち
主
で

あ
っ

た
。

井
戸
水
は

低
温
の

た

め
、

畔
を

長
く
作
る

工

夫

を
し

た
。

ま
た

水
が

必
要
な
い

と

き
に

は
、

ぼ

ろ

布
や
藁
束
を
井
戸
口

に

詰
め、

水
を
止
め

た
。

　
井
戸

を
掘
る

時
は

、

井
戸

を

掘
る

家
の

主
人

と

家
族
が

手

伝
い

な
が

ら
、

井
戸
屋
を

中
心
に

し

て

掘
っ

た
。

掘
る

の

に

は
一

週
間
程
度
か

か
っ

た
。

丸
太
の

支

柱
か
ら

鉄
の

棒
を
垂
ら
し

、

ロ

！

プ
で

引
い

て

は

離
す
こ

と
を
繰

り
返
し

、

地

面
を

叩
い

て

掘
り
進
ん

だ
。

　
自
噴

井
に
は

、

水
神
様
の

し
き

た

り
が

あ
っ

た
。

井

戸
を
掘
る

前
に

は
、

塩
や
神
酒
を
供
え
て

水
神
様
を
お

祀
り
し

た
。

ま
た

井
戸
を
埋
め

る
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