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神
職
が
祝
詞
を
あ
げ
て
、
お
み
く
じ
の

筒
を
振
る
―
―

戸
隠
神
社
の
お
み
く
じ
は
独
特
な
方
法
で
参

拝
者
に
手
渡
さ
れ
る
。（
図
①
）

授
与
所
の
受
付
で
お
み
く
じ
を
希
望
す
る

と
、
ま
ず
は
数
え
年
を
尋
ね
ら
れ
る
。
そ
れ
を

受
け
て
、
お
も
む
ろ
に
神
職
が
祝の

り
と詞
を
唱
え

る
。
そ
の
中
で
、
希
望
者
の
年
齢
と
、
男
女
の

別
を
戸
隠
の
神
様
に
告
げ
て
、
お
み
く
じ
の
筒

を
振
り
な
が
ら
、
教
え
導
き
を
仰
ぐ
、
言
わ
ば

祈き

祷と
う

御み

籤く
じ

で
あ
る
。
そ
し
て
筒
か
ら
出
た
番
号

の
お
み
く
じ
を
手
渡
さ
れ
る
の
だ
。
自
ら
筒
な

ど
を
使
っ
て
、
出
し
た
番
号
を
巫み

女こ

さ
ん
に
告

げ
て
お
み
く
じ
を
受
け
る
、
よ
く
見
る
光
景
と

は
趣
が
異
な
る
。
ご
朱
印
ブ
ー
ム
の
昨
今
、
朱

印
帳
を
携
え
た
老
若
男
女
で
賑
わ
う
社
頭
は
、

休
日
と
も
な
れ
ば
お
み
く
じ
の
筒
を
振
る
音
の

た
え
る
こ
と
が
な
い
ほ
ど
だ
。

心
静
か
に
、
お
み
く
じ
を
開
け
れ
ば
、
神
々

の
物
語
に
ち
な
ん
だ
和
歌
、
信
心
す
べ
き
神

様
、
運
勢
や
方
位
、
そ
し
て
待
ち
人
・
旅
立

ち
・
家
造
り
・
引
越
し
・
縁
談
・
商
い
・
訴
訟

な
ど
日
常
生
活
へ
の
助
言
、
そ
し
て
吉
凶
が
記

さ
れ
て
い
て
、
向
こ
う
一
年
間
、
生
活
の
指
標

に
用
い
る
と
さ
れ
る
。
信
心
す
べ
き
神
様
は
日

ご
ろ
目
に
す
る
御
祭
神
名
と
異
な
る
表
記
に

な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
の
で
、
不
明
の
場
合

は
受
付
に
問
い
合
わ
せ
る
と
よ
い
。

こ
う
し
た
お
み
く
じ
は
い
つ
頃
、
ど
の
よ
う

に
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
号
で
は
、
そ
の

歴
史
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。

お
み
く
じ
の
起
源
は
、
平
安
時
代
、
仏
の
教

え
と
真
理
を
求
め
、
唐
に
渡
っ
た
円え

ん

仁に
ん

、
円
珍

な
ど
天
台
宗
の
僧
侶
た
ち
が
も
た
ら
し
た
も
の

と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
円
仁
、
難
破
を
重
ね
て

上
陸
こ
そ
で
き
た
が
、
長
期
留
学
が
許
さ
れ

ず
、
不
法
滞
在
。
苦
難
に
満
ち
た
求ぐ

法ほ
う

の
旅
は

十
年
近
く
に
及
ん
だ
。
最
後
は
仏
教
弾
圧
と
い

う
最
大
の
苦
難
も
生
き
抜
き
、
曼ま

ん

荼だ

羅ら

や
経
典

な
ど
国
の
宝
、
多
数
を
持
ち
帰
っ
て
い
る
。
命

を
か
け
た
先
人
た
ち
の
尊
い
行
い
に
よ
っ
て
、
今

お
み
く
じ
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

特
に
円
仁
が
も
た
ら
し
た
も
の
を
、
良り

ょ
う

源げ
ん

（
慈じ

恵え

大だ
い

師し

）
が
観
音
菩
薩
に
祈
念
し
て
、
一

番
か
ら
百
番
ま
で
整
え
た
と
さ
れ
る
。
悪
魔
降ご

う

伏ぶ
く

な
ど
験
力
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
良
源
は
如に

ょ

意い

輪り
ん

観か
ん

音の
ん

の
生
ま
れ
変
わ
り
で
あ
る
と
信
じ
ら

れ
、
こ
の
お
み
く
じ
は
観か

ん

音の
ん

籤せ
ん

と
名
付
け
ら
れ

た
。
主
に
天
台
宗
の
寺
院
で
引
か
れ
て
き
た
。

良
源
は
十
世
紀
に
活
躍
し
た
高
僧
。
第
十
八

代
天
台
座
主
で
、
天
台
宗
中
興
の
祖
と
さ
れ
、

正
月
三
日
に
亡
く
な
っ
た
の
で
元が

ん

三ざ
ん

大だ
い

師し

と
呼

ば
れ
る
。
降ご

う

魔ま

大だ
い

師し

、
角つ

の

大だ
い

師し

と
も
。（
図
②
）

お
み
く
じ
は
占
い
の
一
種
で
あ
る
。
日
本
で

も
占
い
は
古
来
よ
り
行
わ
れ
て
き
た
。
神
代
の

昔
、
伊い

ざ
な
き

弉
諾
・
伊い

ざ
な
み

弉
冉
の
神
様
が
、
こ
の
国
に

降
り
ら
れ
る
際
に
「
よ
き
日
よ
き
時
よ
き
方
法

を
占
い
定
め
、
下
の
土
地
に
天
降
ら
せ
ら
れ

た
」
ま
た
、
天あ

ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

照
大
神
が
天
の
岩
戸
を
閉
ざ
し

て
お
隠
れ
に
な
っ
た
際
、
天あ

め
の
こ
や
ね
の
み
こ
と

兒
屋
命
・

布ふ
と
だ
ま
の
み
こ
と

刀
玉
命
が
牡お

鹿じ
か

の
肩
甲
骨
を
用
い
る
太ふ

と

占ま
に

を

し
て
ご
神
意
を
伺
っ
た
と
さ
れ
る
。
神
々
の
世

界
か
ら
、
鎌
倉
、
室
町
時
代
ま
で
、
天
皇
の
ご

即
位
、
将
軍
、
公く

家げ

方が
た

の
武
官
、
と
い
う
ト
ッ

プ
人
事
ま
で
占
わ
れ
た
記
録
が
残
さ
れ
て
い

る
。
こ
う
し
た
ト
ッ
プ
人
事
を
決
す
る
際
、
く

じ
が
用
い
ら
れ
る
の
は
無
論
異
例
で
あ
る
が
、

決
定
の
く
じ
を
含
む
何
本
か
を
用
意
し
、
御
神

前
で
引
い
た
よ
う
で
あ
る
。
神
様
の
絶
対
的
な

託た
く

宣せ
ん

で
あ
っ
て
、
将
来
の
運
勢
を
占
う
、
い
わ

ゆ
る
お
み
く
じ
と
は
別
で
あ
っ
た
。

重
大
な
決
断
を
前
に
、
お
み
く
じ
で
占
い
た

く
な
る
の
は
人
の
常つ

ね

で
あ
る
。
そ
の
時
、
何
度

ま
で
引
き
直
し
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
現
存
す

る
最
古
の
御み

籤く
じ

箱ば
こ

は
、
岩
手
県
二
戸
市
の
天
台

寺
の
も
の
で
、
室
町
時
代
と
さ
れ
る
。
そ
こ
に

は
「
吉
凶
を
占
う
の
は
二
度
だ
け
」
と
い
う
旨

が
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
つ
ま
り
お
み
く
じ

を
引
く
時
に
は
一
度
だ
け
引
き
直
し
て
よ
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
歴
史
を
動

か
し
た
大
事
件
に
臨
ん
で
、
く
じ
を
二
度
引
き

な
お
し
た
や
も
知
れ
ぬ
の
が
、【
本
能
寺
の
変
】

を
前
に
し
た
明
智
光
秀
で
あ
る
。『
信
長
公
記
』

（
織
田
信
長
の
一
代
記
）
に
、
愛
宕
山
（
京
都
）

「
太
郎
坊
の
御
前
に
て
二
度
三
度
ま
で
鬮く

じ

を
取

り
た
る
由
」
と
あ
る
。
今
と
な
っ
て
は
、
光
秀

の
心
の
内
と
鬮く

じ

の
中
身
を
知
る
す
べ
も
な
い

が
、
一
度
で
思
い
と
ど
ま
っ
て
い
た
ら
…
と
、

歴
史
通つ

う

な
ら
ず
と
も
想
像
を
巡
ら
せ
た
く
な
る
。

本
能
寺
の
変
か
ら
豊
臣
の
時
代
を
経
て
、
江

戸
の
太
平
の
世
が
訪
れ
る
と
、
徳
川
家
康
の
側

近
、
天て

ん

海か
い

（
慈じ

眼げ
ん

大だ
い

師し

）
の
登
場
に
よ
り
お
み

く
じ
は
一
気
に
民
衆
に
浸
透
し
て
い
く
。
そ
れ

は
天
海
が
み
た
夢
の
お
告
げ
か
ら
始
ま
る
。

『
慈
恵
慈
眼
両
大
師
伝
記
』
に
よ
れ
ば
、
天
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あ を が き

海
は
常
々
元が

ん

三ざ
ん

大だ
い

師し

に
深
く
帰
依
し
て
い
た

が
、
あ
る
夜
、

「
師
（
元
三
大
師
）
が
夢
の
中
で
お
告
げ
に
な

る
に
は
、
信
州
戸
隠
山
に
あ
る
観か

ん

音の
ん

籤せ
ん

を
私
の

影
像
の
前
に
置
き
、
信
心
を
こ
ら
し
て
占
え

ば
、
願
い
に
応
じ
て
吉
凶
、
禍
福
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
衆
生
を
利り

益や
く

せ
よ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
早さ

っ

速そ
く

戸
隠
に

人
を
遣
わ
し
て
、
ご
神
前
に
あ
っ
た
五
言
四
句

の
占
文
を
竹
の
札
に
書
き
写
し
て
筒
に
納
め
、

経
を
唱
え
、
ゆ
す
り
な
が
ら
筒
の
口
か
ら
出
た

籤く
じ

で
占
っ
て
み
る
と
、
将
来
の
事
が
的
確
に
、

手
に
取
る
よ
う
に
明
ら
か
で
あ
っ
た
」
と
の
こ
と
。

こ
の
夢
の
お
告
げ
も
あ
っ
て
江
戸
っ
子
の
間

に
お
み
く
じ
が
広
ま
っ
て
い
く
。
御み

籤く
じ

本ぼ
ん

と
呼

ば
れ
る
解
説
本
が
各
種
刊
行
さ
れ
、
小
説
家
や

幕
府
上
層
部
い
わ
ゆ
る
知
識
層
ま
で
が
お
み
く

じ
の
お
世
話
に
。
字
に
達
者
な
者
が
同
じ
長
屋

の
住
人
に
読
み
聞
か
せ
る
、
そ
ん
な
光
景
が
目

に
浮
か
ぶ
よ
う
で
あ
る
。

信
心
を
堅
固
に
す
る
こ
と
、
悪
人
な
ら
ば
願

い
が
叶
わ
な
い
こ
と
な
ど
も
告
げ
ら
れ
る
お
み

く
じ
は
、
東
叡
山
寛
永
寺
を
創
始
し
、
幕
府
の

宗
教
政
策
を
担
っ
た
天
海
に
と
っ
て
、
百
万
都

市
・
江
戸
を
治
め
る
有
効
な
ツ
ー
ル
に
も
な
っ

た
、
と
は
穿う

が

っ
た
見
方
で
あ
ろ
う
か
。

さ
て
、
天
海
の
見
た
夢
に
あ
る
〈
戸
隠
山
〉

と
は
、
戸
隠
神
社
の
明
治
維
新
前
の
姿
、
戸
隠

山
顕け

ん

光こ
う

寺じ

と
い
う
天
台
宗
の
お
寺
の
こ
と
。
こ

の
お
告
げ
に
よ
り
、
江
戸
期
初
頭
、
戸
隠
に
既

に
お
み
く
じ
が
あ
っ
た
こ
と
が
解
る
。（
図
③
）

当
時
、
奥
院
（
現
在
の
奥
社
）
で
奉
仕
す
る

燈と
う

明み
ょ
う

番ば
ん

の
日
記
に
、
大お

お
み
そ
か

晦
日
、
奥
院
の
本
堂
に

て
お
み
く
じ
を
引
き
、
正
月
四
日
に
、
別
当

（
戸
隠
山
に
お
け
る
行
政
の
長
官
）、
山
内
外
の

有
力
者
、
信
者
に
届
け
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
。

今
も
お
正
月
に
、
熱
心
な
信
仰
に
よ
り
戸
隠

山
を
支
え
て
き
た
戸
隠
講
々
員
の
元
に
は
、

三
十
七
の
神
職
家
を
通
じ
て
、
御
神
札
や
そ
の

年
の
天
候
や
作
物
の
豊
凶
を
示
し
た
「
種た

ね

兆う
ら

」

と
共
に
お
み
く
じ
が
届
け
ら
れ
て
い
る
。

明
治
政
府
の
神
仏
判
然
令
に
よ
り
戸
隠
神
社

と
な
っ
た
後
、
お
み
く
じ
は
い
か
な
る
歴
史
を

た
ど
っ
た
か
。
仏
教
色
の
強
い
く
じ
で
あ
っ
た

か
ら
、
時
代
に
即
し
た
も
の
に
改
め
る
必
要
性

が
生
じ
た
。
最
も
簡
便
な
方
法
は
、
各
番
号
の

〈
観
音
籤
〉
の
〈
観
音
〉
の
部
分
を
〈
御
神
〉

＝
〈
御
神
籤
〉
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
維
新
直
後
か
ら
な
さ
れ
た
ら
し
い
。（
図
④
）

　
観
音
籤
の
仏
教
的
な
用
語
を
言
い
換
え
た
版

も
作
ら
れ
た
。
例
を
挙
げ
る
と
、
第
一
番
「
浮ふ

圖と

（
の
）
塔
」
を
「
神
仙
室
」
に
、
第
三
十
五

番
「
胡
僧
」
を
「
賢
人
」
に
改
め
て
い
る
。
浮

圖
と
は
仏ブ

ッ
ダ陀
の
こ
と
。（
図
⑤
）
明
治
三
十
二

年
に
製
作
さ
れ
た
版
木
が
残
さ
れ
て
い
る
。

も
う
一
つ
の
流
れ
は
、
現
在
の
お
み
く
じ
へ

と
つ
な
が
る
抜
本
的
改
変
で
あ
る
。
既
に
明
治

三
年
、
冒
頭
に
記
し
た
「
神
々
の
物
語
に
ち
な

ん
だ
和
歌
」
が
完
成
し
て
い
た
。（
図
⑥
）

過
渡
期
に
混
沌
は
付
き
物
、
明
治
四
十
二
年

か
ら
大
正
五
年
の
間
に
は
、
少
な
く
と
も
三
種

の
お
み
く
じ
が
、
三
十
七
の
神
職
家
の
中
で
併

用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
昭
和
初
期
に

は
解
消
さ
れ
た
よ
う
だ
が
、
明
治
維
新
に
伴
う

宗
教
改
革
の
余
波
が
六
十
年
以
上
も
打
ち
寄
せ

て
い
た
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
改
定
の
歴
史
は
大
い
に
ド
ラ
マ
を
孕は

ら

ん
で
い
る
が
、
詳
細
の
報
告
は
紙
幅
の
都
合
も

あ
り
、
残
念
な
が
ら
次
の
機
会
と
し
よ
う
。

天
海
の
夢
が
示
し
た
観
音
籤
が
、
お
み
く
じ

発
祥
の
地
と
さ
れ
る
比
叡
山
延
暦
寺
、
横
川
の

元
三
大
師
堂
（
四
季
講
堂
）
で
は
な
く
戸
隠
山

の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
元
三
大

師
堂
で
は
、
今
も
往
時
の
ま
ま
「
経
を
唱
え
、

ゆ
す
り
な
が
ら
筒
の
口
か
ら
出
た
籤
で
」
占
わ

れ
て
い
る
。〈
経
〉
と
〈
祝
詞
〉
の
違
い
こ
そ

あ
れ
、
神
職
が
祝
詞
を
あ
げ
て
、
お
み
く

じ
の
筒
を
振
る
と
い
う
方
法
で
、
戸
隠
神
社

に
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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