
 
第
二
節 

ノ
ロ
と
ユ
タ 

 
 

ノ
ロ
と
ユ
タ
は
精
神
世
界
を
担
当
し
、
聖
な
る
も
の
で
祭
事
の 

司
祭
者
と
し
て
尊
崇
さ
れ
て
い
た
。
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う 

に
教
義
体
型
を
持
た
な
い
民
俗
信
仰
で
あ
る
。 

 

ユ
タ
の
起
源
は
ノ
ロ
よ
り
古
い
と
も
い
わ
れ
て
い
る
が
は
っ
き 

り
し
な
い
。
ノ
ロ
と
前
後
し
て
奄
美
諸
島
に
は
現
れ
た
ら
し
い
と 

い
わ
れ
て
い
る
。 

 

両
者
の
違
い
は
、
ノ
ロ
は
琉
球
王
朝
が
沖
縄
統
一
事
業
に
為
政 

者
尚
氏
の
手
足
と
な
っ
て
、
そ
の
事
業
を
容
易
な
ら
し
め
た
。
し 

た
が
っ
て
王
朝
の
任
命
に
よ
り
辞
令
を
受
け
、
一
族
世
襲
制
で
女 

に
限
ら
れ
、
祭
政
一
致
時
代
の
祭
事
を
つ
か
さ
ど
り
、
一
定
の
報 

酬
を
受
け
そ
の
権
力
も
強
か
っ
た
。 

 

ユ
タ
は
巫
病

ふ
び
ょ
う

（
神
懸
か
り
的
病
気
）
過
程
を
経
て
、
神
か
ら 

選
任
さ
れ
た
者
と
し
て
ユ
タ
に
な
り
、
男
女
を
問
わ
な
い
が
、
女 

性
が
多
く
中
に
は
巫
病
を
経
な
い
で
「
モ
ノ
シ
リ
」
と
し
て
、
ユ 

タ
の
役
目
の
一
部
を
受
け
持
っ
て
い
た
人
も
い
た
よ
う
で
あ
る
。 

      

薩
摩
が
古
神
道
の
に
お
い
の
あ
る
ノ
ロ
を
好
意
的
に
扱
っ
た
た
め 

で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
奄
美
文
化
が
い
つ
ま
で
も
琉
球
文
化
へ
の 

思
慕
を
深
か
ら
し
め
る
結
果
を
招
い
た
の
で
あ
る
。 

 

寛
永
の
初
め
と
、
享
保
年
間
の
禁
令
な
ど
に
よ
り
ノ
ロ
の
勢
力 

は
衰
え
、
一
方
民
間
信
仰
の
ユ
タ
が
勢
力
を
増
し
、
米
穀
・
酒
肴こ

う 

を
献
じ
、
い
け
に
え
と
し
て
鶏
、
や
ぎ
、
豚
、
牛
な
ど
も
献
ず
る 

よ
う
に
な
り
、
そ
の
弊
害
も
大
き
く
な
っ
た
。 

 

安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
藩
は
代
官
を
通
し
て
、
厳
し
い
取
り 

締
ま
り
令
を
発
し
、
ユ
タ
は
も
ち
ろ
ん
頼
ん
だ
者
も
罰
し
、
徳
之 

島
で
は
ユ
タ
を
遠
島
に
す
る
な
ど
し
て
い
る
。 

 

明
治
初
年
の
廃
仏
棄
釈
に
よ
っ
て
ノ
ロ
の
祭
り
や
ユ
タ
が
禁
止 

さ
れ
、
シ
ニ
グ
祭
も
明
治
三
年
庚
午
（
一
八
七
〇
）
を
最
後
に
絶 

え
て
し
ま
い
ノ
ロ
も
そ
の
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ユ
タ
は 

神
と
人
と
を
結
ぶ
役
割
を
持
ら
、
そ
こ
に
超
現
実
の
世
界
が
存
在 

し
、
奄
美
の
人
々
の
精
神
生
活
を
支
配
し
て
い
た
。
長
い
歴
史
の 

間
に
は
邪
教
迷
信
で
民
衆
を
惑
わ
す
も
の
で
あ
る
と
し
て
官
憲
に 

よ
っ
て
弾
圧
さ
れ
続
け
た
こ
と
も
あ
る
。 

 

冗
費
の
取
り
締
ま
り
も
あ
っ
て
盆
祭
り
な
ど
の
行
事
も
制
限
さ 

れ
、
特
に
え
ら
ぶ
で
は
島
独
特
の
古
い
仕
来
り
も
消
滅
し
て
し 

ま
っ
た
こ
と
は
惜
し
ま
れ
る
。 

王
朝
の
任
命
で
な
く
俸
給
を
受
け
な
い
だ
け
に
、
そ
の
数
も
多
く 

一
般
に
及
ぼ
す
影
響
も
大
き
か
っ
た
。
こ
と
に
ノ
ロ
が
衰
微
し
た 

薩
藩
時
代
に
そ
の
勢
力
は
増
長
し
、
弊
害
も
大
き
か
っ
た
よ
う
で 

あ
る
。 

 

ユ
タ
は
生
霊
死
霊
の
口
寄
せ
（
死
者
の
魂
を
呼
び
寄
せ
、
己
の 

口
を
借
り
て
そ
の
意
を
述
べ
る
こ
と
）
を
行
い
、
時
や
日
や
方
位 

の
吉
凶
を
占
い
、
人
の
運
命
を
占
い
予
言
も
す
れ
ば
、
歴
史
も
そ 

ら
ん
じ
、
病
気
の
治
癒
も
行
い
、
ノ
ロ
よ
り
も
神
秘
力
が
あ
っ
た 

ら
し
く
、
そ
の
一
言
一
句
は
神
託
で
あ
る
と
し
て
権
威
を
持
っ
て 

い
た
。
時
や
日
を
占
う
と
こ
ろ
か
ら
沖
縄
で
は
「
ト
キ
」「
ト
キ 

ト
リ
ヤ
」
と
も
称
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
現
在
で
は
死
語 

に
な
っ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。
沖
永
良
部
で
「
ト
キ
」
と
称
え 

て
い
た
か
、
ど
う
か
は
古
老
に
聞
い
て
も
明
ら
か
で
な
い
。 

 

琉
球
王
朝
の
統
一
が
な
さ
れ
る
と
、
ノ
ロ
は
そ
の
使
命
を
終
わ 

り
さ
ら
に
島
津
氏
に
征
服
さ
れ
従
属
の
立
場
に
な
っ
た
。
ノ
ロ
は 

政
治
の
面
か
ら
駆
逐
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
儒
教
が
盛
ん 

に
な
っ
て
衰
退
し
た
。 

 

し
か
し
、
離
島
で
は
依
然
と
し
て
ノ
ロ
の
権
力
は
強
か
っ
た
。 

薩
藩
が
琉
球
に
対
し
政
治
経
済
面
で
は
圧
迫
を
加
え
な
が
ら
、
ノ 

ロ
に
対
し
て
は
寛
大
で
あ
っ
た
の
は
、
島
民
懐
柔
と
仏
教
嫌
い
の 

       

ユ
タ
の
禁
制
は
そ
の
後
も
続
き
、
大
正
年
間
に
罰
金
刑
を
課
し 

た
記
録
も
あ
り
、
昭
和
に
入
っ
て
も
制
限
さ
れ
て
い
る
が
、
日
常 

生
活
の
中
で
人
々
の
心
の
中
に
生
き
続
け
、
そ
の
根
絶
は
難
し 

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

一 

ノ
ロ
（
ノ
ロ
に
つ
い
て
は
歴
史
編
第
四
章
中
世
を
参
照
） 

 

二 

ユ 

タ 

ユ
タ
は
個
人
的
な
悩
み
、
苦
し
み
な
ど
の
相
談
役
・
呪じ

ゆ

術
者
と 

し
て
、
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
き
て
い
る
。 

 

冗
費
取
り
締
ま
り
な
ど
も
あ
っ
て
、
豚
や
牛
を
犠
牲
に
し
て
供 

物
に
す
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
薩
藩
時
代
か
ら
の
圧
迫
に
一
時
は 

併へ
い

息そ
く

も
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
昭
和
初
頭
の
世
界
の
大
恐
慌
に
よ 

る
生
活
苦
か
ら
の
神
頼
み
と
し
て
、
ま
た
大
東
亜
戦
争
の
戦
没
者 

霊
魂
の
口
寄
せ
な
ど
、
ユ
タ
は
そ
の
生
命
を
持
ち
続
け
て
き
て
い 

る
。 
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(一) 

ユ
タ
の
仕
事 

 

ユ
タ
は
神
、
精
霊
、
死
霊
な
ど
と
接
触
交
流
し
「
神
降お

ろ

し
」
を 

行
い
、
憑

ひ
ょ
う

霊
状
態
に
な
り
、
代
弁
者
と
な
っ
て
口
寄
せ
、
卜
占

ぼ
く
せ
ん

、 

予
言
・
祈
願
、
加
持
祈
禱

き
と
う

な
ど
を
行
う
の
で
あ
る
。
中
で
も
「
卜 

占
」
は
ユ
タ
の
「
仕
事
」
の
基
礎
を
な
す
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ 

て
何
を
な
す
べ
き
か
を
決
め
る
の
で
あ
る
。 

 

そ
し
て
、
シ
ョ
ー
ジ
、
十
八
夜
、
二
十
三
夜
な
ど
の
月
待
ち
、 

祖
霊
祭
な
ど
い
ろ
い
ろ
指
示
す
る
の
で
あ
る
。
シ
ョ
ー
ジ
は
ユ
タ 

の
必
修
の
神
祭
り
で
あ
っ
て
、
シ
ョ
ー
ジ
を
す
る
女
性
の
選
定
は 

ユ
タ
が
行
っ
て
い
る
。 

(二) 

ユ
タ
を
入
れ
る 

 

ユ
タ
を
依
頼
す
る
こ
と
を
「
ユ
タ
を
入
れ
る
」
と
い
い
、
そ
の 

依
頼
者
は
中
年
以
上
の
女
性
が
多
く
、
自
家
の
予
備
知
識
が
な
け 

れ
ば
、
卜
占
の
内
容
に
信
用
が
お
け
る
と
い
う
こ
と
で
、
自
家
よ 

り
遠
く
離
れ
た
他
字
の
ユ
タ
を
頼
み
が
ち
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
納 

得
で
き
な
い
と
か
、
ユ
タ
の
指
示
し
た
内
容
が
時
間
的
、
経
済
的 

に
よ
り
、
ユ
タ
の
指
示
ど
お
り
実
行
し
得
な
い
と
き
な
ど
は
別
の 

ユ
タ
を
頼
ん
で
い
る
。 

       
 

㊟
シ
バ
ナ
に
は
ウ
キ
シ
バ
ナ
（
海
、
船
の
遭
難
、
島
外
、
旅 

 
 

先
で
死
ん
だ
人
の
浮
か
ば
れ
な
い
霊
魂
）と
テ
ィ
シ
バ
ナ（
自 

 
 

宅
の
畳
の
上
以
外
で
死
ん
だ
人
の
浮
か
ば
れ
な
い
霊
）
が
あ 

 
 

る
。 

 

⑥
墓
地
に
穴
が
開
い
て
い
る
な
ど
不
吉
な
前
兆
が
あ
っ
た
り
、 

 

⑦
墓
の
移
動
、
改
葬
な
ど
の
お
は
ら
い 

 

⑧
ニ
ー
ビ
チ
（
結
婚
式
）、
手
斧

て
い
ん
だ

立て

（
起
工
式
）
な
ど
の
日
取 

 
 

り
を
判
じ 

 

⑨
ミ
ー
ヤ
ガ
ン
（
新
築
願
）、
ア
ム
ト
ゥ
ノ
ー
シ
（
カ
マ
ド
の 

 
 

更
新
）
の
は
ら
い 

⑩
家
族
の
息
災
、
旅
立
ち
の
安
全
の
グ
ヮ
ー
ヌ
（
願
掛
け
） 

 

⑪
家
族
や
家
畜
の
病
気
、
け
が
の
治
療
祈
禱
な
ど 

 

⑫
不
慮
の
災
害
が
あ
っ
た
場
合 

な
ど
に
ユ
タ
ヘ
の
依
頼
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

そ
の
と
き
に
は
親
兄
弟
家
族
全
員
が
円
座
す
る
。
し
か
し
ユ
タ 

を
信
じ
な
い
人
は
そ
の
席
を
外
す
場
合
も
あ
る
。
こ
と
に
年
忌
祭 

に
は
親
類
縁
者
も
案
内
し
盛
ん
に
行
う
。
こ
と
に
三
十
三
年
忌
は 

「
止
め
祭
り
」
と
い
っ
て
案
内
客
も
多
く
、
こ
の
日
は
故
人
の
霊 

が
神
の
仲
間
入
り
を
す
る
と
い
わ
れ
、
御
前
風
、
千
鳥
節
、
桜
の 

男
児
と
い
う
念
仏
「
ヒ
ャ
ー
ル
ガ
ヤ
ッ
サ
」
な
ど
が
踊
ら
れ
祝
福 

 

ユ
タ
は
先
祖
祭
の
唯
一
の
祭
祀
者
で
あ
り
、ヲ
ゥ
イ
キ
ジ
ェ（
折 

節
）
に
依
頼
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
家
族
に
死
者
が
出
た
場
合
、
ミ 

チ
ャ
ミ
ジ
（
三
日
忌
）、
ユ
ー
ユ
タ
ま
た
は
マ
ー
ブ
イ
ヨ
セ
（
七 

日
忌
）、
四
十
九
日
忌
、
百
日
忌
、
ユ
ヌ
ヤ
ヌ
マ
チ
ー
（
一
年
忌
） 

三
年
、
七
年
、
十
三
年
、
十
七
年
、
ニ
十
五
年
、
三
十
三
年
の
年 

忌
祭
な
ど
の
供
養
、
フ
ズ
ヌ
エ
ー
（
祖
霊
祭
）
を
年
に
一
度
、
主 

と
し
て
正
月
に
行
い
、
ハ
ミ
ウ
ル
シ
（
神
降
し
）
と
い
っ
て
祖
霊 

と
語
り
合
う
。 

 

ま
た
、
先
祖
祭
の
ほ
か
ユ
タ
を
呼
ぶ
場
合
は
、 

 

①
ム
ン
ゾ
イ
（
物
の
怪け

の
た
た
り
）
を
は
ら
い
、 

 

②
ム
ヌ
ア
ー
シ
（
災
い
の
原
因
の
解
明
） 

 

③
夢
見
が
悪
い
と
き
の
占
い 

 

④
ム
ン
ニ
ス
カ
タ
ン
ま
た
は
ム
ン
ニ
ム
タ
タ
ン
（
妖
怪

よ
う
か
い

に
か
ど 

 
 

わ
か
さ
れ
た
り
し
て
さ
ま
よ
う
こ
と
）
そ
の
人
の
方
角
を
判 

 
 

じ
、 

 

⑤
ア
ダ
ジ
ニ
（
変
死
）
し
た
者
は
、
地
の
神
に
引
か
れ
昇
天
で 

 
 

き
ず
、
ハ
ジ
（
風
）
に
な
っ
て
さ
ま
よ
い
、
人
に
風
邪

か

ぜ

を
ひ 

 
 

か
せ
た
り
、
発
熱
さ
せ
た
り
し
、
ま
た
家
畜
に
病
気
を
さ
せ 

 
 

た
り
す
る
。
こ
れ
は
シ
バ
ナ
神
と
い
い
、
た
た
り
が
あ
る
と 

 
 

恐
れ
ら
れ
、
シ
バ
ナ
ト
ー
ト
ゥ
を
し
て
お
は
ら
い
を
す
る
。 

      

さ
れ
る
。墓
送
り
す
る
道
中
も
竹
や
太
鼓
な
ど
の
鳴
り
物
入
り
で
、 

ヒ
ャ
ー
ル
ガ
ヤ
ッ
サ
を
踊
り
な
が
ら
墓
送
り
を
し
盛
大
で
あ
る
。 

 

(三) 

卜
占
の
方
法 

 

個
人
が
ユ
タ
に
み
て
も
ら
う
と
き
は
ユ
タ
の
家
の
祭
壇
の
前
で 

行
う
。
ユ
タ
の
呪
術
行
為
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
依
頼
者
の
家
で 

行
う
場
合
は
、
祭
壇
の
し
つ
ら
え
か
ら
供
物
の
品
を
指
示
す
る
。 

祭
壇
は
神
棚
か
床
の
間
の
前
に
設
け
ら
れ
、
ウ
ミ
チ
（
御
神
酒
）、 

洗
い
米
、
ナ
マ
シ
（
す
の
も
の
）、
煮
物
、
マ
グ
ミ
ミ
シ
ョ
ウ
（
お 

粥か
ゆ

を
冷
や
し
発
酵こ

う

さ
せ
る
た
め
モ
ヤ
シ
か
、
生
芋
を
刻
ん
で
入
れ 

発
酵
し
て
か
ら
漉こ

し
た
も
の
）
な
ど
を
供
え
る
。 

 

ユ
タ
は
依
頼
者
の
家
に
来
る
と
ま
ず
家
の
周
囲
を
見
て
回
り
、 

そ
の
後
で
白
衣
を
ま
と
い
、
祭
壇
の
前
で
み
か
ん
か
が
じ
ま
る
の 

小
枝
を
叩
き
な
が
ら
呪
詞
を
唱
え
、
祖
霊
を
呼
び
寄
せ
、
次
第
に 

身
体
を
震
わ
せ
、
神
懸
か
り
状
態
に
な
り
、
ま
ず
家
人
た
ち
の
願 

い
や
質
問
を
取
り
次
ぎ
霊
媒
を
行
う
の
で
あ
る
。 

 

呪
詞
は
ユ
タ
に
よ
っ
て
違
う
が
、
基
本
的
に
は
天
照
大
神
を
唱 

え
た
り
、
シ
マ
ダ
テ
シ
ン
ゴ
（
島
の
創
世
神
話
）
シ
マ
コ
ー
ダ
ク 

ニ
コ
ー
ダ
が
唱
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
祝
詞
風
で
あ
る
。 

 

占
う
形
式
も
さ
ま
ざ
ま
で
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。 
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①
杯
の
酒
を
見
て 

②
湯
飲
み
の
水
を
見
て 

③
線
香
の
煙
を
見
て 

④
線
香
の
灰
の
曲
が
る
の
を
見
て 

⑤
線
香
数
本
（
五
本
か
ら
十
二
本
）
を
立
て
、
そ
の
燃
え
具
合 

 

い
を
見
て 

⑥
お
膳
に
盛
り
上
げ
た
米
の
山
を
見
て
（
花
を
見
る
、
く
じ
を 

 

引
く
と
言
っ
て
い
る
） 

⑦
ソ
ロ
バ
ン
に
よ
る 

⑧
そ
の
他 

 

(四) 

そ
の
処
置 

 

呪
術
の
結
果
、
原
因
の
除
去
、
処
置
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
こ 

と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。 

 

①
祖
霊
祭
祀
の
不
足 

 

②
月
待
ち
、
シ
ョ
ー
ジ
の
指
示 

 

③
墓
石
の
異
変 

 

④
屋
敷
内
の
樹
木
、
石
の
た
た
り 

 

⑤
鶏
や
豚
の
犠
牲
の
指
示 

 

⑥
患
者
の
背
や
腹
を
な
で
た
り
、
患
部
に
手
を
当
て
る
。 

      

ジ
な
ど
の
指
示
を
与
え
て
い
る
。 

 

そ
れ
が
済
む
と
、
ユ
タ
は
「
ウ
ヤ
ホ
ガ
ナ
シ 

ユ
ク
ヮ 

ユ 

ク
ヮ 

シ
ー 

オ
イ
シ
ャ
ブ
ン
ト
ゥ
ニ 

チ
ュ
ラ
サ
シ
ー
タ
ボ
リ 

ア
ー 

ト
ー
ト
ゥ 

ト
ー
ト
ゥ
（
祖
霊
様
よ
、
こ
れ
か
ら
よ
い
よ 

う
に
し
て
あ
げ
ま
す
か
ら
、
き
れ
い
に
し
て
く
だ
さ
い 

あ
な 

か
し
こ
）」
と
祈
る
と
、
先
ほ
ど
の
線
香
が
き
れ
い
に
他
の
線
香 

と
そ
ろ
っ
て
燃
え
て
い
く
の
で
あ
る
。 

2 

米
を
用
い
て
占
う
場
合 

 

写
真
10
の
よ
う
に
膳
に
小
さ
な
米
の
山
を
つ
く
る
ユ
タ
も
お 

り
、
一
つ
の
膳
に
米
一
升
を
盛
り
上
げ
て
み
る
の
も
あ
っ
て
、
ユ 

タ
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
て 

い
る
。 

 

そ
の
お
膳
の
縁
を
ト
ン
ト
ン 

叩
き
、
米
粒
の
散
り
具
合
い
を 

見
て
占
い
判
じ
た
り
、
米
粒
を 

一
つ
ま
み
取
り
、
こ
れ
を
二
粒 

ず
つ
に
分
け
一
粒
残
る
（
奇
数 

 

個
で
あ
る
）
と
良
く
な
い
と
判 

 
 

断
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
動
作 

 
 

を
何
回
か
繰
り
返
す
場
合
も
あ 

 

⑦
水
を
患
者
に
飲
ま
せ
た
り
、
吹
き
か
け
た
り
す
る
。 

 

⑧
そ
の
他 

 

そ
し
て
、
ウ
ヮ
ー
マ
ガ
ナ
シ
（
火
、
か
ま
ど
の
神
）
を
拝
み
、 

イ
ー
チ
マ
ー
ミ
（
大
豆
を
黒
め
に
い
っ
た
も
の
）
か
、
塩
で
家
の 

内
外
を
は
ら
い
清
め
て
か
ら
、
宴
会
に
移
る
の
で
あ
る
。 

 

(五) 

例
を
一
、
二
述
べ
て
み
る 

1 

線
香
を
用
い
て
占
う
場
合 

 

普
通
エ
ト
の
数
の
十
二
本
立
て
て
い
る
。
呪
詞
を
唱
え
る
に
つ 

れ
て
、
だ
ん
だ
ん
燃
え
て
い
く
が
、
一
本
か
、
二
本
燃
え
る
の
が 

遅
い
か
、
曲
が
っ
た
も
の
が
出
て
く
る
。
そ
の
こ
と
を
「
ヤ
ブ
リ 

タ
ン
」
と
言
っ
て
い
る
。
ユ
タ
は
そ
れ
を
見
て
エ
ト
を
言
い
当
て 

る
の
で
あ
る
。 

 

死
ん
だ
人
の
霊
が
エ
ト
に
出
た
場
合
、
家
人
に
訴
え
る
こ
と
が 

あ
る
と
い
っ
て
、
霊
の
言
葉
を
ユ
タ
が
伝
え
る
の
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
列
座
し
て
い
る
家
族
の
エ
ト
が
出
た
場
合
、
祖
霊
か
ら 

の
頼
み
が
伝
え
ら
れ
る
。 

 

呪
詞
を
唱
え
て
い
る
途
中
か
ら
、
列
座
し
て
い
る
人
の
中
で
、 

し
き
り
に
あ
く
び
を
す
る
か
、
吐
息
を
す
る
人
が
出
る
と
、
そ
の 

人
に
「
ハ
ミ
ヌ
ウ
リ
タ
ン
（
神
が
降
り
た
）」
と
い
っ
て
、
シ
ョ
ー 

      

り
、
こ
の
こ
と
を
「
ハ
ナ
ヲ
ミ
ル
」
と
か｢

ク
ジ
ヲ
ヒ
ク
」
と
い
っ 

て
い
る
。こ
れ
に
よ
っ
て
エ
ト
を
当
て
て
霊
媒
を
行
う
の
で
あ
る
。 

3 

水
を
用
い
る
場
合 

 

ア
ダ
ジ
ニ
（
異
状
死
者
）
を
し
た
人
の
霊
が
昇
天
で
き
ず
、
人 

に
障
る
の
で
ユ
タ
を
頼
ん
だ
例
と
し
て
、
甲
東
哲
氏
撰
「
沖
永
良 

部
島
民
俗
語
い
」
の
中
に
、
戦
後
の
例
と
し
て
次
の
よ
う
な
話
が 

載
っ
て
い
る
。 

 

「
昭
和
二
十
六
年
某
校
で
子
供
が
鉄
棒
か
ら
落
ち
て
け
が
を 

 

し
、
そ
れ
が
も
と
で
亡
く
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
他
の
子
供
た
ち 

 

が
、
そ
の
子
の
マ
ー
ブ
イ
（
死
霊
）
が
ま
だ
そ
こ
に
い
る
か
ら 

 

怖
い
と
言
っ
て
鉄
棒
に
近
寄
ろ
う
と
し
な
い
。
そ
れ
で
亡
く 

 

な
っ
た
子
の
父
兄
が
ユ
タ
を
頼
み
、
霊
を
墓
に
帰
す
た
め
の
儀 

 

式
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
立
ち
合
っ
た
人
の
話
に
よ
る
と
ユ 

 

タ
が
呪
文
を
唱
え
る
と
、
彼
女
の
持
っ
て
い
る
水
を
入
れ
た
湯 

 

飲
み
に
、
針
で
突
い
た
ぐ
ら
い
の
点
が
現
れ
、
そ
れ
が
水
面
で 

 

激
し
く
回
り
始
め
た
。
そ
れ
が
死
ん
だ
子
の
マ
ー
フ
ィ
で
あ
る 

 

と
し
て
墓
へ
お
供
し
て
い
っ
た
そ
う
で
あ
る
。」 

4 

そ
の
他 

明
治
時
代
の
例
と
し
て
、「
沖
永
良
部
島
民
俗
語
い
」
で
は
、 

 
｢

産
後
何
日
目
か
に
「
マ
ー
ブ
イ
ゴ
メ(

霊
籠
め
）」
の
式
が
あ
っ 
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て
、
ユ
タ
は
赤
子
を
抱
い
た
母
の
背
や
赤
子
の
頭
を
な
で
て
か 

 
ら 

 
 
 

石
ク
ジ
マ 

 

石
の
ひ
ざ
ら
貝 

 
 
 

金
ク
ジ
マ 

 

金
の
ひ
ざ
ら
貝 

 
 
 

ナ
ユ
ン
タ
ベ 

の
よ
う
に
（
腰
の
曲
が
る
ま
で
長
命
で
）、 

 
 
 

息
災
ア
ラ
チ 
災
い
の
な
い
よ
う
に 

 
 
 

タ
ボ
ー
リ 

 
し
て
下
さ
い
。 

 

な
ど
の
呪
文
を
唱
え
て
か
ら
、
ホ
ー
ホ
ー
と
息
を
吹
き
か
け
た 

 

り
す
る
儀
礼
が
あ
っ
た
。」
と
述
べ
て
い
る
。 

 

前
述
の
よ
う
に
、
藩
政
時
代
か
ら
の
弾
圧
、
教
育
の
普
及
、
衛 

生
思
想
の
向
上
、
医
療
施
設
の
整
備
な
ど
の
変
化
に
よ
り
、
ユ
タ 

の
民
間
療
法
に
お
け
る
役
割
は
失
わ
れ
つ
つ
あ
り
、
さ
ら
に
合
理 

化
生
活
へ
の
移
行
に
伴
う
世
代
交
替
な
ど
も
あ
っ
て
信
者
も
減
少 

し
、
わ
ず
か
に
墓
直
し
、
不
慮
の
災
害
、
年
忌
祭
な
ど
に
そ
の
役 

割
を
果
た
し
て
い
る
。 

 

昭
和
五
十
七
年
に
筑
波
大
学
大
学
院
文
化
人
類
学
専
攻
の
蛸
島 

直
氏
の
調
査
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
知
名
町
に
七
名
、
和
泊
町 

に
三
名
の
ユ
タ
が
お
り
、
島
外
に
転
出
し
た
者
も
い
る
と
報
告
さ 

れ
て
い
る
。 

 

ユ
タ
は
沖
縄
、
大
島
郡
内
は
も
ち
ろ
ん
、
郡
内
出
身
で
ユ
タ
に 

                          

な
っ
て
い
る
人
が
、
東
京
、
阪
神
、
鹿
児
島
方
面
に
も
い
る
と
聞 

い
て
い
る
。 

 

※ 

ユ
タ
に
つ
い
て
は
民
間
療
法
の
項
で
も
述
べ
る
こ
と
に
す 

 
 

る
。 
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