
―99―

に
神
社
か
ら
神お

ふ
だ札
を
も
ら
い
、
そ
れ
を
売
り
歩
い
て
生
活
し
て
い
た
。
街
道
や

宿
駅
な
ど
で
投
げ
銭
を
も
ら
う
大
道
芸
の
徒
の
す
る
伎
を
し
て
は
な
ら
な
い
と

厳
し
く
禁い

ま

し
め
て
い
る
。

彼
ら
は
、
芸
能
者
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
、「
渡わ

た

り
神か

ん
ぬ
し主
・
遊
き
巫み

こ女
」、
い

わ
ゆ
る
さ
す
ら
い
の
信
仰
宣
布
者
と
い
う
一
面
も
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

㈡
、
の
仮
面
や
化
粧
を
禁
ず
る
一
条
は
、
こ
の
芸
の
本
質
と
、
仮
面
や
化
粧

の
意
義
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
一
条
で
あ
る
。

筑
紫
舞
に
は
、「
雲
居
十
年
、
ふ
き
三
年
、
翁
は
生
涯
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
、
舞
の
名
称
で
、
そ
れ
を
伝
承
す
る
年
月
を
言
っ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
い
ず
れ
も
筑
紫
舞
の
奥
儀
と
も
い
う
舞
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
「
翁
」

は
、
生
涯
を
か
け
て
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
舞
で
あ
る
。

「
翁
」
に
は
、
一
人
立だ

ち

か
ら
は
じ
ま
り
、
三
人
立
、
五
人
立
、
七
人
立
と
、

多
人
数
の
「
翁
」
が
出
て
舞
う
も
の
ま
で
あ
る
。

そ
の
い
ず
れ
の
「
翁
」
に
も
、
翁
面
を
着
け
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

面
を
着
け
て
し
ま
う
と
、
人
々
の
穢
れ
を
身
に
受
け
ら
れ
な
い
。
翁
だ
け

で
な
く
、
こ
の
舞
は
す
べ
て
素
面
で
舞
っ
て
人
々
の
穢
れ
を
自
ら
に
受
け

「
仮
面
を
着
け
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
鉄
則
を
持
つ
芸
能
が
あ
る
。

そ
れ
は
、「
筑つ

く
し
ま
い

紫
舞
」
と
い
う
神
事
芸
能
で
、
ク・

・

・

グ
ツ
と
呼
ば
れ
た
芸
能

者
達
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
彼
等
は
、
人
形
を
使
う

「
傀く

ぐ

つ

儡
子
・
傀か

い
ら
い
し

儡
師
」
と
、
自
分
達
を
区
別
す
る
た
め
に
、
あ
え
て
、
平
仮
名

ま
た
は
片
仮
名
で
「
ク
グ
ツ
」
と
表
記
し
て
い
た
。

こ
の
舞
は
、「
筑
紫
舞
」
の
名
乗
り
か
ら
、
九
州
（
の
北
半
分
・
狭
義
の
「
筑

紫
」）
を
発
祥
と
す
る
芸
能
と
考
え
ら
れ
る
。

長
い
間
に
、
筑
紫
か
ら
全
国
に
広
ま
り
、
近
世
に
は
、
北
海
道
・
東
北
地
方

を
除
く
日
本
の
ほ
ぼ
全
域
に
伝
播
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

筑
紫
舞
を
伝
え
た
ク
グ
ツ
達
の
そ
の
芸
に
関
し
て
の
決
ま
り
は
、
次
ぎ
の
二

条
で
あ
る
。

㈠
、
神
社
の
境
内
以
外
の
地
で
舞
っ
て
は
な
ら
な
い
。

㈡
、
仮
面
を
つ
け
て
は
な
ら
な
い
。
化
粧
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

㈠
、
に
関
し
て
は
、
次
ぎ
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。
神
社
の
祭
礼
に
お
い
て
、

彼
ら
は
、
集
ま
っ
た
人
々
に
舞
を
披
露
し
、
ま
た
神
前
で
も
舞
う
。
そ
の
御
礼

仮
面
を
着
け
な
い
芸

鈴
鹿　

千
代
乃
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大
宰
府
は
、
外
国
使
節
を
も
て
な
す
役
所
で
も
あ
っ
た
。
彼
ら
は
外
国
使
節

の
前
で
舞
わ
さ
れ
た
。
そ
の
時
、
彼
ら
は
素
面
で
臨
ん
だ
。
表
面
は
華
や
か
に

舞
い
つ
つ
、
外
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
目
に
み
え
な
い
穢
れ
に
立
ち
向
か
わ
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
報
酬
は
、
莫
大
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
彼
ら
が
目
に
見

え
な
い
穢
れ
を
素
面
で
祓
っ
た
こ
と
へ
の
報
酬
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
莫

大
な
報
酬
は
、
命
が
け
で
穢
れ
に
立
ち
向
か
っ
た
、
い
わ
ば
「
命
料
」
と
も
い

う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

筑
紫
舞
と
い
う
神
事
芸
能
を
伝
え
た
ク
グ
ツ
達
は
、
面
を
着
け
な
い
と
い
う

鉄
則
を
か
た
く
な
に
守
っ
て
祓
え
の
芸
を
伝
え
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
、筑
紫
舞
の
「
面
」、「
化
粧
」
な
ど
の
伝
承
か
ら
、逆
に
、「
面
」
や
「
化

粧
」
の
意
味
が
見
え
て
く
る
。

「
面
を
着
け
る
」
と
い
う
こ
と
、あ
る
い
は
「
化
粧
を
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
こ
と
で
、
演
者
は
、「
神
に
な
る
」
と
か
「
人
格
を
転
換
す
る
」
と
理
解

さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
筑
紫
舞
の
ク
グ
ツ
達
の
と
ら
え
た
「
面
」
や
「
化
粧
」
は
、
そ
れ

以
前
に
も
っ
と
本
質
的
な
意
味
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、穢
れ
か
ら
の「
防
御
」

の
意
味
を
持
つ
。

芸
能
の
本
質
は
「
穢
れ
を
祓
う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
々
の
穢
れ
を
、

身
に
受
け
る
こ
と
が
、
芸
能
の
本
質
で
あ
る
。

穢
れ
を
完
全
に
身
に
受
け
る
た
め
に
は
、
自
ら
を
防
御
し
て
は
な
ら
な
い
。

る
の
で
あ
る
。

人
工
的
な
も
の
も
一
切
身
に
着
け
て
舞
っ
て
は
な
ら
な
い
。

だ
か
ら
化
粧
も
し
て
は
な
ら
な
い
。

手て
く
さ草
に
と
る
も
の
は
、
神
社
の
境
内
に
あ
る
榊
・
笹
・
木
の
実
な
ど
、
自

然
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

彼
等
は
、
神
社
の
境
内
に
お
い
て
、
そ
こ
に
集
ま
る
人
々
の
穢
れ
を
素
面
と

い
う
無、
、
、
、
、
、

防
備
な
状
態
で
、
自
ら
に
受
け
と
め
る
た
め
に
舞
っ
た
の
で
あ
る
。
神

社
と
は
、
人
々
の
穢
れ
を
吸
収
す
る
聖
域
で
あ
る
。

筑
紫
舞
に
は
、
跳
躍
や
旋
回
と
い
っ
た
所
作
が
ふ
ん
だ
ん
に
盛
り
込
ま
れ
、

そ
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
人
々
の
穢
れ
を
自
ら
に
受
け
る
と
い
う
意
味
が
付
け
ら

れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
全
身
で
、
穢
れ
を
祓
う
（
自
ら
に
受
け
る
）
と
い
う
、

こ
の
芸
の
本
質
が
見
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
次
の
よ
う
な
伝
承
も
あ
る
。

昔
、
高
位
高
官
の
前
で
舞
う
と
、
一
族
の
者
が
一
年
食
べ
ら
れ
る
程
の
報
酬

を
も
ら
え
た
。

こ
の
伝
承
は
、
面
と
素
面
の
意
義
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

筑
紫
舞
を
伝
え
た
ク
グ
ツ
達
は
、
昔
、
筑
紫
の
高
位
高
官
の
前
で
舞
わ
さ
れ

て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
筑
紫
の
高
位
高
官
の
居
る
所
と
い
え
ば
、

ま
ず
大
宰
府
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
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防
御
の
具
で
あ
る
面
や
化
粧
を
ほ
ど
こ
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
精

神
で
、
彼
等
は
、「
素
面
」
で
穢
れ
に
立
ち
向
か
っ
た
の
で
あ
る
。

先
日
、
あ
る
能
の
宗
家
が
、「
面
を
着
け
な
い
と
不
安
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
た
。

こ
の
発
言
は
重
要
で
あ
る
。
面
を
着
け
る
こ
と
で
守
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
識

が
あ
る
と
思
っ
た
。

「
顔
」
は
人
間
の
体
を
代
表
す
る
部
分
で
あ
る
。
穢
れ
は
、
顔
に
集
中
す
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
顔
を
穢
れ
か
ら
防
御
す
る
た
め
に
面
で
覆
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
穢
れ
の
付
着
し
た
恐
る
べ
き
面
だ
か
ら
こ
そ
、
面
箱
に
密
閉
さ
れ
、

神
社
の
御
神
体
に
も
な
る
し
、
芸
の
終
了
後
、
割
ら
れ
た
り
し
た
の
で
あ
る
。

面
の
持
つ
神
聖
性
は
、
穢
れ
を
吸
収
し
て
い
る
存
在
だ
か
ら
な
の
で
あ
る
。

【
付
記
】

ク
グ
ツ
の
伝
承
は
、
筑
紫
舞
の
伝
承
者
で
あ
っ
た
西
村
光
寿
斎
氏
（
本
名
河

西
光
子
氏
。
故
人
）
か
ら
、
私
が
三
十
年
に
わ
た
っ
て
聞
い
た
採
訪
録
に
よ
る
。

ま
た
、
そ
の
伝
承
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
拙
著
「
神
道
民
俗
芸
能
の
源
流
」

（
国
書
刊
行
会
刊
）
他
で
報
告
し
た
。


