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祀
り
込
め

る

言
葉
は

巻
物
の

形
状
に

記
さ
れ

て

い

る
こ

と

が

先
験

的
に

重

要
な
の

で

は

な

く、

儀
礼
に

お

け
る

音
と

し
て

の

機
能
を
示

す
も
の

と
し

て

巻
物
の

か

た

ち
が

必

要
と
さ
れ

た
の

で

あ
ろ

う
。

巻
物
の

内
部
に

記
さ

れ
て

い

る
文
字
は

船
霊
の

祭
祀
に

あ
た
っ

て

の

口

頭
性
を
内
包
し
て

い

る

の

で

あ
り、

そ
れ
は

日

常
的
な

言
語
で

は
な
く、

儀
礼
と

い

う
非
日
常
の

場
で

の

み

現
出
す
る

と
い

う
性
格
を

巻
物
の

か
た
ち
で

示
し
て

い

る

の

で

あ
る

。

　

船
霊

祭
祀
に

重
要
な
の

は

個
々

の

神
霊
よ

り
も
神
霊
が
宿
る

と
い

う
こ

と
を
確
認
す
る

こ

と

で

あ

り
、

か

つ

て

の

船

大
工

は
現
実
の

船
の

造
作
と

と
も
に

精
神
面
で

の

造

作
を

担
っ

て

い

た

と

言
え
よ

う
。

そ
し

て

船
霊
祭

祀
に

お

け
る

巻
物
は

儀
礼
に

際
し

て

音
声
化
さ
れ
る

祭
文
が
日

常
と
は

異

な
る

位

相
の

言
語
で

あ
る

と
い

う
こ

と
を
か

た
ち
の

面
か
ら

示
し
て

い

る

の

で

あ
ろ

う
。

今
後
は
こ

う
し

た

船
大
工

の

巻
物
に

み
ら
れ
た

性
質
が

他

の

職
人

巻
物
に

も
通

底
す
る

も
の

な
の

か

の

吟
味
が
必

要
で

あ
ろ

う
。

さ

ら
に

諸

職
人
の

巻

物
を

横
断
的
に

検
討
す
る

こ

と
で

、

用
い

ら

れ
た

宗
教

的

知
識
の

系
譜
や

時
代
性
を
探
る

こ

と

も
心
が
け
て

い

き
た
い

。

渋
谷
区
所
蔵
の

伝
・

食
行
身
禄
書
簡

　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　

大
谷

　
正

幸

　

東
京
都
渋
谷
区
に

あ
っ

た

山
吉
講
（

や
ま

き
ち
こ

う）

は
、

江
戸
市
中

に

で

き
た

富
士

講
の

中
で

も
有
数
の

講
で

あ
る

。

講

祖
で

あ
る

吉
田
平
左

衛
門
（

一

六

七
三

1
一

七

五
］
）

は
、

角
行
系
の

行
者
・

食

行
身
禄
（
一

六

七
一

1
一

七
三

三
）

の

著
作
に

現
れ
る

「

渋
谷
の

藤
八
」

と
い

う
信
徒

と

同
一

人
物
と

考
え
ら

れ
る

。

吉
田
家
は

山
吉
講

先
達
（
文
書
に

よ

っ

て

は

「

講
頭
」）

と
し
て

こ

の

講
の

リ

ー

ダ
ー

を
世
襲
し
た

。

　
山
吉
講
は
食
行
の

自

筆
文
書
を
一

通

所
蔵
し
て

い

た
。

山

吉
講
は

既
に

無

く、

現
在
は

渋
谷

区
立
の

白
根
記
念

渋
谷

区
郷
土

博
物
館
・

文
学
館
が

「

伝
・

食
行
身
禄
書
簡
」

と

し
て

所
蔵
し
て
い

る
。

こ

の

文
書
の

存
在
は
、

部

分
的
な

影
印
と
と
も
に

岩
科
小
］

郎

『

富
士

講
の

歴

史
』

（
名
著

出
版、

一

九
八
三）

に

て

初
め

て

紹
介
さ
れ

た
。

岩
科
は

こ

の

文
書
の

末
尾
を
引

い

て

「

こ

の
一

札
に

よ
っ

て
、

身
禄
の

跡
目
は

お

花
に

譲
ら
れ

た
、

と

弟

子

達
の

間
で

は

解
し
て

い

る
」

（
二

Q
七
頁
）

と

し
、

つ

ま
り
こ

の

文
書

は

食
行
の

後
継
者
が

三

女
の

は

な
（
一

七

二

四

−
一

七

八
九
）

と

さ

れ
た

こ

と
を

示
す
と
い

う
。

岩
科
は

当
時
在
世
し

て

い

た

十
代
目
の

吉
田
平
左

衛

門
か
ら

山
吉

講
に

つ

い

て

聞
き
書
き
を
し

て

お

り、

そ
の

紹
介
は

吉
田

か
ら

聞
い

た
も
の

と

推
測
で

き
る。

　
二

〇
一

〇

年
一

月
か

ら
三

月
に
か

け
て
、

同
館
で

は

特
別
展
「

渋
谷
の

富
士
講

　
富
士
へ

の

祈
り

」

と

し
て

、

山
吉
講
旧

蔵
の

史
料
を
は

じ

め
と

す
る

同

区
の

富
士

講
に

関
す
る

遺
物
を

展
示
し
た

。

私
は

こ

の

機
会
に
く

だ
ん

の

自
筆
文
書
の

撮
影
を
許
さ
れ

た
。

文
書
は

四

枚
の

和

紙
を
継
い

だ

も
の

で
、

大
き
さ
は

三
一
・
三
×

一

五

二
・
○

セ

ン

チ
メ

ー

ト
ル

（

大
谷
の

計
測
に

よ
る

）

。

茶

褐
色
の

料
紙
（

柿
渋
を
塗
っ

た

も
の

か
）

は
酸

化
が

進
ん

で

お

り
、

縁
が

割
れ

る

よ

う
に

劣
化
し

て

い

る

の

が
現
状
で

あ
る

。

墨

書
の

筆
跡
は

、

他
に

残
る

食
行
自
筆
文
書
か
ら
、

本
人
の

も
の

で

あ
る

可

能
性
が

極
め
て

高
く

、

文
面
の

内
容
も
含
め

て

彼
の

真
筆
を

疑
う
要
素

は

見
当
た

ら

な
い

。

　

文
面
に

つ

い

て

は
、

ま
ず
五

行
お
身
抜
（

師
の

月
行
か
ら
始
め
ら

れ
た

礼
拝
対

象
と

な
る
神
号
の

書
式∀

に
始
ま

り
、

食

行
に

よ

る

和
歌、

コ
ニ

国

第
】

山
」

「

参
明
藤
開
山
」

の

富
士
山
の

尊
号
へ

の

三
通

り
の

読
み、

「

南

無
仙
元
大
菩
薩
様
」

と

呼
ぶ

神
に

よ
る

神
告
（
御
傳
ゑ
）

、

食
行
が
享
保
十
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八

年
六

月
か

ら

富
士
山

頂
に

あ
る

釈
迦
の

割
石
な
る

巨
石
に

て

自
殺

す
る

旨
の

宣

言
が

述
べ

ら
れ
て

い

る
。

食

行
は

「

身
禄
の

御
世
」

と
い

う
時
代

観
念
を
主

張
し
て

い

る

が、

こ

こ

で

述
べ

ら
れ

て

い

る

こ

と
は、

食
行
の

著

作
の

中
で

も

末
期
の

い

わ
ゆ

る

『

お

添
書
の

巻
』

（

一

七
三

三

成
立

？
）

の

内
容
に

近

く、

食

行
の

基

本
的
な

著
作
で

あ
る
、

い

わ
ゆ

る

『

一

字
不

説
の

巻
』

（
一

七
二

九

成
立
）

に

お
け
る
主
張
と

は

異
な
る
部
分
が

あ
る

。

　

文
面
の

最
後
に

、

四

箱
の

書
物
を

板
橋
宿
に

住
む
同

郷
人
・

永
田

長
四

郎
に

持
た

せ
て

下
山
さ
せ

、

江

戸
の

妻

子
に

預
け
た

後
、

三

女
の

は
な
に

持
た
せ
て

幕
府
大
目

付
に

遣
わ
し、

そ
の

う
ち
二

箱
を

将
軍
と
天
子
に

読

ま
せ

る

よ

う
指
示
し

て

い

る
。

少
な
く
と
も
、

岩
科
が

言
う
よ

う
な
（
お

そ
ら

く
山

吉
講
で

言
わ

れ

て

き
た

よ

う
な）

、

食
行
の

後
継
者
を
は

な
と

す
る

よ

う
な

意
味
の

内
容
と

し
て

読
む
こ

と

は
で

き
な
い

。

「

四
は

こ

の

御
か
き
も
の
」

が
、

こ

の

文
書
や

類
似
の

文
書
を

入
れ

た

も
の

か
、

あ
る

い

は

食

行
の

著
作
を
四

つ

の

箱
に

詰
め
た
も
の

か

は
、

こ

の

文
面
か
ら
で

は
わ

か
ら

な
い

。

　
こ

の

文
書
と
ほ

ぼ

共
通

す
る

文
面
を

持
つ

文
書
が

、

吉
田
（
山
梨

県
富

士

吉
田

市）

の

御
師
だ
っ

た
田

辺
近
江

家
に

旧
蔵
さ
れ

て

お

り
、

現
在
は

富
士

吉
田

市
歴
史
民
俗

博
物
館
に

寄
託
さ
れ
て

い

る

（

個
人

蔵）
。

こ

れ

は

「

御

箱
上

書
并
御
足
駄

訣
］

巻
」

と

名
付
け
て

軸
装
さ
れ

て

お

り
、

二

一
・

二

×

一

二

五
・
○

セ

ン

チ

メ

ー

ト
ル

と
山

吉
講
旧
蔵
文
書
に

比
べ

て
一

回

り
小
さ

い
。

山
吉
講
旧

蔵
文
書
と

異
な
る

の

は
、

末
尾
の

文
章
が

職
業

宗
教
者
へ

の

中
傷
と

、

彼
ら
を

禁
じ

た

「

南
無
仙
元
大
菩
薩
様
」

の

支
配

に
よ
る

新
時
代
「

身
禄
の

御
世
」

に

な
っ

た
と

い

う
宣
言
に

な
っ

て

い

る

こ

と

で

あ
る

。

　

本
発

表
に

際
し
て

、

白
根
記
念
渋
谷
区
郷
土
博
物
館
・

文
学
館
な
ら

び

に

富
士

吉
田
市
歴
史

民
俗
博
物
館
か

ら
ご

好
意
を
受
け
た

。

を
示
す
も
の

で

あ
る

。

記
し
て

謝
意

琉
球
王
朝
に

お
け

る

植
物
の

シ

ン

ボ
リ

ズ

ム

と
聖
地

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

平
良

　
　

直

　
本
発

表
で

は
、

一

七
一

三

年
に

編
纂
さ

れ

た

『

琉
球
国
由

来
記
』

中
の

御
嶽
の

神
名
を

手
掛
か

り
に

王

朝
・

聖
地
・

植
物
の

象
徴
と
の

関
連
を
探

り
、

王

朝
の

巫

女
組
織
制
度
の

な

か

で

ど
の

よ

う
な

機
能
を

果
た

し
て

き

た
の

か
を
考
察
し

た
。

発
表
で

は

ま

ず、

琉
球
・

沖
縄

史
の

概
観、

宗
教

伝
統
の

特
徴
の

予
備
的
な

説
明
を

行
い

、

『

由
来

記
』

記

載
の

植
物
の

名

称
が
そ
の

ま
ま

神
の

名
に

な
っ

て

い

る

事
例
を

取
り
上

げ
な
が
ら

ど

の

よ

う
な

象
徴
連
関
や

意
味
の

解
釈
が

可
能
か

を

考
察
し
た

。

　

本
発
表
の

標

題
の

意
図
は

さ
し

あ
た

り
琉
球
王
朝
時
代
か
ら

管
理
さ
れ

て

き
た
聖
地
に

お

け
る

植
物
の

象
徴
的
機
能
を
理
解
し

よ

う
と

す
る

も
の

で

あ
る

が
、

近

年
の

世
界
遺
産
登
録
後
の

聖
地

の

観

光
化
に

と

も
な

う
聖

地
の

管
理
・

専
有
の

問
題、

現
代
的
状
況
の

中
で

の

聖
地
の

非
聖
地
化
と

新
た
な

「

聖
地

化
」

と
い

っ

た

聖
地
の

意
味
の

変
容
の

問
題
と

関
連
付
け

る

こ

と
を
も
く
ろ

ん

で

い

る
。

　

琉
球
の

史
書
の

神
話
や
神
歌
か

ら
分
か
る

こ

と
は
、

祭
祀
中
心
と

し

て

の

御
嶽
が

神
話
的
原
初
の

姿
を
そ
の

ま
ま
と
ど

め

る

世
界
像
を

示
し
て

い

る

こ

と
で

あ
る
。

世
界
像
を

構
成
す
る

御
嶽
は

石
、

岩
、

植
物
か
ら
な
り

た

っ

て

お

り
、

い

わ

ば

世
界
の

原
風
景、

も
し
く
は

世
界
の

原
像
を
構
成

し
て

い

る
。

　
『

琉
球

国
由

来
記
』

（

一

七

＝
二

年）

の

御
嶽
の

神
名
で

は

イ
シ

ラ
ゴ

ノ

御
イ

ベ

（

石）
、

コ

バ

ツ

カ

サ
ノ

御
イ
ベ

（

植
物
）

な
ど
の

例
が
見
ら
れ

る
。
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