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祭
は
「
神
の
訪
れ
を
待
つ
」
こ
と

　

春
日
大
社
の
若
宮
お
ん
祭
は
、
一
一
三
六
年
か
ら
途
切

れ
る
こ
と
な
く
八
七
〇
年
以
上
も
続
い
て
い
る
が
、
江
戸

総
鎮
守
で
あ
る
神
田
明
神
も
一
三
〇
〇
年
近
く
の
歴
史
を

持
ち
、
二
年
に
一
度
、
五
月
に
は
日
本
三
大
祭
の
一
つ
で

あ
る
神
田
祭
が
連
綿
と
行
わ
れ
て
い
る
。

　

関
ヶ
原
の
合
戦
で
当
社
が
徳
川
家
康
公
の
た
め
の
戦
勝

祈
祷
を
行
っ
て
以
来
、
神
田
明
神
は
徳
川
家
・
江
戸
幕
府

の
崇
敬
す
る
神
社
と
な
り
、
神
田
祭
は
将
軍
・
幕
府
縁
起

の
祭
と
さ
れ
て
幕
府
御
用
の
「
天
下
祭
」
と
し
て
重
視
さ

れ
、
絶
え
る
こ
と
な
く
続
い
て
き
た
。
二
一
世
紀
の
東
京

の
ど
真
ん
中
で
、
昔
な
が
ら
の
神
事
を
日
本
人
が
大
事
に

し
て
い
る
こ
と
を
も
う
一
度
考
え
て
頂
き
た
い
。

　

お
隣
の
中
国
は
三
〇
〇
〇
年
以
上
の
歴
史
を
持
つ
と

い
っ
て
も
、
王
朝
の
断
絶
が
続
き
、
昔
な
が
ら
の
儀
式
や

文
化
は
継
承
さ
れ
て
い
な
い
。
朝
鮮
も
同
じ
だ
。

　

日
本
に
お
い
て
は
春
日
大
社
の
あ
る
奈
良
だ
け
で
な

く
、
島
根
の
出
雲
や
九
州
の
高
千
穂
、
東
北
な
ど
各
地
で

古
い
祭
礼
が
残
り
、
文
化
と
伝
統
を
大
切
に
し
て
き
た
。

　

ド
イ
ツ
の
宗
教
哲
学
者
で
あ
る
ル
ド
ル
フ
・
オ
ッ
ト
ー

は
そ
の
著
書
『
聖
な
る
も
の
』
で
、
聖
な
る
も
の
へ
の
畏

怖
の
感
情
を
「
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
」
と
い
う
概
念
で
定
義
し
た
。

　

オ
ッ
ト
ー
は
「
科
学
は
、
非
合
理
性
を
徹
底
的
に
排
除
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ど
他
国
と
比
べ
て
圧
倒
的
に
高
く
、
山
紫
水
明
の
国
と
し

て
生
命
の
源
で
あ
る
森
を
大
切
に
守
っ
て
き
た
が
、
こ
れ

も
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
せ
い
な
の
か
？　

単
な
る
宗
教
進
化
論

で
は
語
れ
な
い
だ
ろ
う
。

　
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
も
ラ
テ
ン
語
の
ア
ニ
マ
（
霊
魂
）
か
ら

由
来
し
て
お
り
、
生
命
の
な
い
も
の
に
命
を
与
え
て
動
か

す
こ
と
を
意
味
す
る
。
日
本
人
は
『
鳥
獣
人
物
戯
画
』
の

時
代
か
ら
漫
画
文
化
を
築
き
、
江
戸
時
代
に
は
北
斎
漫
画

を
描
い
た
葛
飾
北
斎
と
い
う
天
才
芸
術
家
を
生
み
出
し
た
。

　

現
代
で
も
宮
崎
駿
と
い
う
世
界
的
ア
ニ
メ
ー
タ
ー
を
輩

出
し
て
お
り
、
デ
ィ
ズ
ニ
ー
や
欧
米
の
ア
ニ
メ
と
は
違
う

ア
ニ
ミ
ズ
ム
か
ら
発
す
る
ア
ニ
メ
文
化
が
あ
る
。

 

そ
れ
は
、
ジ
ャ
パ
ン
カ
ル
チ
ャ
ー
と
し
て
世
界
に
受
け

か
。
語
源
は
ア
イ
ヌ
語
、
朝
鮮
語
と
い
う
説
も
あ
る
が
、

定
説
は
「
隠
れ
身
」
か
ら
転
じ
た
も
の
と
さ
れ
、
生
命
力

を
見
立
て
る
信
仰
文
化
が
背
景
に
あ
る
。

　

神
は
英
語
で
は
「god

」
と
訳
さ
れ
る
が
、god

は

唯
一
創
造
神
で
あ
り
、
日
本
の
神
と
は
異
な
る
。
む
し

ろ
、「noble spirit

（
高
貴
な
霊
）」
あ
る
い
は
「divine 

being

（
神
聖
な
存
在
）」
ま
た
、読
み
通
り
「kam

i

（
カ

ミ
）」
と
訳
し
た
方
が
い
い
。

　
ア
ニ
ミ
ズ
ム
を
持
ち
続
け
る
日
本
人

　

一
九
世
紀
、
イ
ギ
リ
ス
の
人
類
学
者
で
あ
る
エ
ド
ワ
ー

ド
・
Ｂ
・
タ
イ
ラ
ー
は
宗
教
進
化
論
を
唱
え
、「
宗
教
は

自
然
崇
拝
か
ら
死
者
崇
拝
や
呪
物
崇
拝
（
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ

ム
）
を
経
て
、
多
神
教
に
な
り
、
そ
し
て
最
後
に
一
神
教

へ
進
化
し
た
」
と
考
え
た
。
ま
た
、
最
も
原
始
的
で
宗
教

の
萌
芽
状
態
に
お
け
る
、
霊
的
存
在
へ
の
信
仰
を
「
ア
ニ

ミ
ズ
ム
」（
ラ
テ
ン
語
の
霊
魂
“
ア
ニ
マ
”
に
由
来
）

と
命
名
し
た
。

　

し
か
し
、
必
ず
し
も
ア
ニ
ミ
ズ
ム
が
宗
教
の
初
期
過
程

と
は
言
え
な
い
し
、宗
教
を
進
化
論
で
は
理
解
で
き
な
い
。

　

日
本
で
巨
木
に
し
め
縄
を
飾
る
の
は
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
な

の
か
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
な
の
か
。
日
本
は
、
森
林
率
が
六
八
％

と
ア
メ
リ
カ
三
四
％
、
ド
イ
ツ
三
二
％
、
中
国
二
一
％
な

す
る
こ
と
に
よ
り
発
展
し
た
が
、
人
間
の
思
考
回
路
に
は

非
合
理
性
が
内
在
し
、
科
学
が
進
歩
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

人
間
の
直
感
的
思
考
と
の
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
広
が
る
」
と

述
べ
た
。
ど
ん
な
に
世
界
が
発
展
し
よ
う
と
人
間
は
こ
れ

か
ら
も
、
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
を
抱
き
続
け
る
の
で
あ
る
。

　

我
々
日
本
人
も
、
こ
の
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
を
再
認
識
す
る
必

要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
神
々
や
自
然
へ
の
畏
れ
、
畏
敬
の

念
に
よ
っ
て
祭
礼
を
続
け
て
き
た
こ
と
を
考
え
る
べ
き
だ

ろ
う
。
祭
と
は「
待
つ
」か
ら
由
来
し
て
お
り
、そ
れ
は「
神

の
訪
れ
を
待
つ
」
と
い
う
意
味
だ
。
祭
は
古
代
か
ら
連
綿

と
受
け
継
が
れ
て
き
た
神
話
的
世
界
観
を
集
団
で
確
認
す

る
儀
礼
で
あ
る
。
ま
た
、
祭
は
文
化
で
あ
り
ア
ー
ト
で
も

あ
る
。
神
田
祭
は
、
神
田
・
日
本
橋
の
人
々
に
よ
る
文
化

創
造
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
で
あ
り
、
洗
練
さ
れ

た
都
市
の
粋
な
文
化
だ
。

　

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
終
点
と
し
て
日
本
は
、
ペ
ル
シ
ャ
や

中
央
ア
ジ
ア
の
様
々
な
文
化
を
受
け
入
れ
、
古
事
記
や
日

本
書
紀
の
世
界
観
を
受
け
継
ぎ
、
祭
を
通
し
て
再
現
し
な

が
ら
、
す
べ
て
の
人
々
が
宗
教
と
意
識
せ
ず
に
、
喜
び
と

安
堵
の
実
感
を
共
有
し
て
い
る
。

　

天
皇
は
祭
を
司
る
祭
祀
王
と
し
て
、
今
で
も
年
間
三
〇

回
以
上
の
儀
式
を
執
り
行
っ
て
お
り
、
二
〇
〇
〇
年
以
上

も
の
間
、
歴
代
の
天
皇
に
よ
っ
て
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
。

　

さ
て
、
そ
れ
で
は
祭
の
主
で
あ
る
神
と
な
な
ん
だ
ろ
う

図1　日本人の宗教観
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平
将
門
を
精
神
的
支
柱
と
し
た
江
戸
っ
子
た
ち

　

神
道
に
は
四
つ
の
価
値
観
と
倫
理
観
が
あ
る
。

○
敬
神
崇
祖
（
神
様
を
敬
い
、
祖
先
を
崇
め
る
）

○
浄
明
正
直
（
清
ら
か
で
明
る
く
、
正
し
く
直
き
心
）

○
共
生
（
鎮
守
の
森
＝
自
然
と
、
人
と
人
と
の
共
生
）

○
言
挙
げ
せ
じ
（
教
義
理
論
を
頑
な
に
説
か
な
い
）

　

こ
れ
は
宗
教
と
い
う
よ
り
、
一
つ
の
文
化
の
継
承
だ
ろ

う
。
八
百
万
の
神
々
は
多
元
的
な
価
値
観
を
共
有
し
て
お

り
、
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
を
許
容
す
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
一
神
教
は
白
か
黒
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
。

そ
の
た
め
、
日
本
は
主
体
性
が
な
い
信
仰
・
文
化
と
誤
解

さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
日
本
人
は
共
生
す
る
た
め
に
ジ
ャ

ン
ケ
ン
に
「
あ
い
こ
」
と
い
う
ル
ー
ル
を
作
っ
て
き
た
の

だ
。
欧
米
は
コ
イ
ン
の
裏
表
で
勝
ち
負
け
を
明
確
に
し
よ

う
と
す
る
が
故
に
対
立
を
起
こ
し
や
す
い
。日
本
人
は「
あ

い
こ
」
と
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
文
化
を
も
っ
と
誇
る
べ
き
だ
。

　

さ
て
、
最
後
に
神
田
明
神
と
江
戸
に
つ
い
て
簡
単
に
触

れ
て
お
こ
う
。
神
田
明
神
は
江
戸
総
鎮
守
と
し
て
、
寛
永

寺
、
浅
草
寺
と
共
に
江
戸
城
本
丸
の
表
鬼
門
を
封
じ
る
位

置
に
存
在
す
る
。
ち
な
み
に
、
日
枝
神
社
と
増
上
寺
は
裏

鬼
門
を
封
じ
て
い
る
。
徳
川
将
軍
家
の
お
墓
も
寛
永
寺
と

増
上
寺
に
あ
り
、
亡
く
な
っ
て
後
も
表
鬼
門
と
裏
鬼
門
を

守
っ
て
い
る
わ
け
だ
。

て
い
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
に
は
「
信
じ
て
い
な
い
」
が

七
二
％
に
も
達
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
方
で
「
先
祖
を
敬

う
気
持
ち
を
持
っ
て
い
る
」
が
九
四
％
、「
盆
や
お
彼
岸

の
お
墓
参
り
に
行
く
」
七
八
％
、「
正
月
の
初
詣
に
行
く
」

七
三
％
も
あ
る
。

　

日
本
人
は
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
を
色
濃
く
持
っ
て
い
る
と
言
え

る
。
そ
の
証
拠
に
日
本
に
は
神
社
仏
閣
の
数
が
多
い
。

　

神
社
は
八
万
社
、
寺
院
が
七
万
七
〇
〇
〇
寺
も
あ
る
。

ど
こ
に
で
も
あ
る
よ
う
に
思
え
る
コ
ン
ビ
ニ
が
四
万
店
、

ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
が
四
万
五
〇
〇
〇
店
だ
か
ら
、
い
か

に
神
社
や
寺
が
身
近
に
あ
る
か
わ
か
る
だ
ろ
う
。
ち
な
み

に
、
都
内
の
神
社
は
一
八
〇
〇
社
、
寺
院
が
三
五
〇
〇
寺

で
、
コ
ン
ビ
ニ
は
三
七
〇
〇
店
だ
。

入
れ
ら
れ
、
今
で
は
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
と
日
本
に
対
す
る

あ
こ
が
れ
も
引
き
起
こ
し
て
い
る
。

　

ア
ニ
ミ
ズ
ム
か
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
か
は
別
に
し
て
、
日
本
は

豊
か
な
森
を
守
り
続
け
て
き
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て

も
古
代
や
ロ
ー
マ
神
話
の
時
代
は
、
多
く
の
神
々
が
活
躍

し
た
多
神
教
の
文
化
で
、
森
を
大
切
に
守
っ
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
文
明
が
発
展
し
、
森
が
破
壊
さ
れ
、

は
げ
山
に
な
り
、
砂
漠
化
が
進
む
。
や
が
て
、
砂
漠
で
生

ま
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
一
神
教
が
広
が
り
、
ロ
ー
マ

文
明
が
衰
亡
し
始
め
た
。
そ
れ
ま
で
、
地
中
海
に
は
多
く

の
民
族
、
言
語
、
宗
教
が
あ
っ
て
、
ロ
ー
マ
帝
国
は
多
様

な
価
値
観
を
多
神
教
の
思
想
で
維
持
し
て
き
た
が
、
一
神

教
を
国
教
に
す
る
と
、
そ
れ
を
信
じ
な
い
人
々
は
排
斥
さ

れ
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
繁
栄
は
終
わ
っ
た
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
イ
ス
ラ
ム
な
ど
一
神
教
の
神
は
、
絶
対

者
と
し
て
君
臨
し
、
そ
の
偉
容
を
知
ら
し
め
る
こ
と
を

も
っ
て
唯
一
神
と
な
り
、
全
知
全
能
の
起
源
と
な
る
。
そ

の
結
果
、
一
神
教
同
士
が
ぶ
つ
か
り
合
え
ば
、
宗
教
戦
争

と
な
る
こ
と
は
歴
史
で
明
ら
か
だ
。

　

し
か
し
、
東
ア
ジ
ア
や
日
本
の
神
々
は
そ
の
数
は
多
い

の
に
、「
あ
え
て
隠
れ
て
い
る
」
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。

日
本
の
八
百
万
の
神
々
は
奥
ゆ
か
し
い
の
だ
。

　

奥
ゆ
か
し
す
ぎ
る
せ
い
か
、
日
本
人
の
宗
教
観
は
一

見
、
希
薄
の
よ
う
に
思
え
る
。「
あ
な
た
は
宗
教
を
信
じ

図2　日本の神社ベスト10
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社
会
の
安
定
装
置
と
し
て
果
た
し
て
き
た
役
割
を
も
う
一

度
、
再
認
識
し
て
も
ら
い
た
い
。

　

欧
米
で
は
資
本
主
義
の
前
提
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ

ム
に
よ
る
倫
理
が
あ
る
。
そ
れ
で
は
日
本
の
倫
理
観
の
原

点
は
ど
こ
に
あ
る
か
。
そ
れ
は
、
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
を
背
景
に

し
た
祭
礼
文
化
に
あ
る
と
思
う
。
企
業
の
社
会
的
責
任
と

し
て
の
Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
も
必
要
な
倫
理
観
だ
。

　

伊
勢
神
宮
で
は
二
〇
年
に
一
度
、
社
殿
を
造
り
替
え
る

「
式
年
遷
宮
」
が
連
綿
と
続
け
ら
れ
て
い
る
。
最
新
技
術

を
あ
え
て
取
り
入
れ
ず
、
古
代
人
の
伝
統
的
な
建
築
方
法

を
意
図
的
に
守
っ
て
き
た
。
ギ
リ
シ
ャ
の
パ
ル
テ
ノ
ン
神

殿
は
永
遠
の
存
在
を
祈
っ
て
造
ら
れ
た
が
、
今
は
観
光
施

設
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
ス
ク
ラ
ッ
プ
ビ
ル
ド
を
繰
り

返
し
て
き
た
伊
勢
神
宮
は
今
も
生
き
た
宗
教
施
設
と
し
て

常
に
蘇
り
続
け
て
い
る
。

　

中
世
の
伊
勢
神
道
で
は
「
元
々
本
々
」（
は
じ
め
を
は

じ
め
と
し
、
も
と
を
も
と
と
す
る
）
と
い
う
考
え
が
重
視

さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
謙
虚
に
現
実
を
見
つ
め
、
原
初
に
回

帰
し
て
、原
点
に
戻
る
姿
勢
の
大
切
さ
を
語
っ
た
も
の
だ
。

　

唯
物
論
が
横
行
す
る
中
で
、
日
本
人
は
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
の

感
覚
や
、
祭
礼
へ
の
思
い
を
見
直
し
、
元
々
本
々
の
姿
勢

を
取
り
戻
し
て
ほ
し
い
も
の
だ
。

『
太
平
記
』
で
は
、
そ
の
首
が
何
ヶ
月
も
腐
ら
ず
、
関
東

を
目
指
し
て
空
高
く
飛
び
去
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
首
が
落
下
し
た
の
が
大
手
町
の
首
塚
で
あ
る
。

　

将
門
公
は
以
来
、
強
き
を
挫
き
、
弱
気
を
助
け
る
義
侠

心
に
富
ん
だ
英
雄
と
し
て
江
戸
っ
子
の
精
神
的
支
柱
と
な

る
。
権
威
者
を
嫌
い
、
敗
北
者
に
共
感
す
る
江
戸
の
文
化

は
将
門
公
が
原
点
だ
。
徳
川
家
に
と
っ
て
は
京
都
の
朝
廷

に
対
抗
す
る
た
め
の
守
り
神
と
し
て
将
門
公
を
大
切
に

し
、
そ
の
将
門
公
を
祀
る
神
田
明
神
を
重
視
し
た
の
だ
ろ

う
。
実
際
、
江
戸
城
を
中
心
に
将
門
公
の
遺
跡
が
広
が
っ

て
い
る
。
明
治
に
な
っ
て
天
皇
政
権
絶
対
の
中
、
将
門
公

が
逆
賊
扱
い
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
神
田
祭
は
続

い
て
い
た
の
だ
か
ら
、
江
戸
の
民
衆
パ
ワ
ー
は
力
強
い
も

の
だ
。
そ
れ
が
今
も
続
い
て
い
る
。

　

神
田
明
神
は
将
門
公
だ
け
で
な
く
、
祖
霊
の
住
む
幽
冥

界
を
守
護
し
、
夫
婦
和
合
や
縁
結
び
の
神
様
で
も
あ
る
大

黒
様
と
、
商
売
繁
盛
・
医
薬
健
康
・
開
運
招
福
の
神
様
で

あ
る
恵
比
寿
様
も
お
祀
り
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
神
田
明
神
は
国
学
発
祥
の
地
で
も
あ
り
、
荷
田

春
満
（
か
だ
の
あ
ず
ま
ま
ろ
）
が
江
戸
に
出
て
、
神
社
社

家
の
廷
内
で
国
学
の
教
場
を
開
き
、賀
茂
真
淵
も
学
ん
だ
。

本
居
宣
長
と
平
田
篤
胤
の
曾
孫
は
宮
司
を
務
め
て
い
る
。

　

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
神
社
が
誤
解
を
受
け
る
こ

と
も
多
い
が
、政
治
と
文
化
は
違
う
。
神
社
が
長
年
の
間
、

　

神
田
明
神
は
七
三
〇
年
に
出
雲
氏
族
の
真
神
田
臣
（
ま

か
ん
だ
お
み
）
に
よ
り
武
蔵
国
豊
島
郡
芝
崎
村
に
創
建
さ

れ
た
。
現
在
の
大
手
町
の
ど
真
ん
中
に
あ
る
平
将
門
公
の

首
塚
周
辺
で
あ
る
。
そ
の
後
、
天
慶
の
乱
で
活
躍
し
た
将

門
公
を
葬
っ
た
墳
墓
で
あ
る
首
塚
の
周
辺
で
天
変
地
異
が

頻
繁
に
起
こ
り
、
人
々
が
将
門
公
の
御
神
威
に
よ
る
も
の

と
畏
れ
た
た
め
、
時
宗
の
遊
行
僧
で
あ
る
真
教
上
人
が
御

霊
を
供
養
し
、
後
に
当
社
に
奉
祀
さ
れ
た
。

　

将
門
公
は
ご
存
じ
の
よ
う
に
平
安
時
代
中
期
の
関
東
の

豪
族
で
、
京
都
の
朝
廷
に
対
抗
し
て
朝
廷
か
ら
排
除
さ
れ

た
人
々
を
庇
護
し
、
東
国
の
英
雄
と
な
る
が
、
合
戦
で
流

れ
矢
に
こ
め
か
み
を
射
抜
か
れ
て
討
ち
死
に
し
た
。
斬
り

と
ら
れ
た
首
は
京
都
に
運
ば
れ
、
さ
ら
し
首
と
な
る
が
、

図 3　目に見えない宗教都市・江戸の空間構造 


