
冬
の
祭
典
オ
ビ
シ
ャ 

 
相
馬
霊
場
六
十
二
番
、
「
野
の
井
」
の
白
山
神
社
、 

御
祭
神
、
白
山
神
社
御
神
体
の
白
山
姫
命 

相
馬
霊
場
の
御
本
尊
は
十
一
面
観
世
音
菩
薩 

移
し
寺
、
愛
媛
県
天
養
山
宝
寿
寺 

ご
詠
歌
、
さ
み
だ
れ
の
あ
と
に
い
で
た
る
玉
の
井
は 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

し
ら
つ
ぼ
な
る
や
一
の
宮
か
わ 

                      

養
老
二
年(71

8)

長
束
三
兄
弟
が
加
賀
国
の
白
山
神
社
を

勧
請
し
て
創
建
、 

享
保
12
年(17

27)

以
来
か
ら
の
棟
札
が
残
さ
れ
て
お
り
、

神
社
の
改
装
や
屋
根
の
葺
替
え
修
復
の
歴
史
を
知
る
貴
重
な

資
料
と
な
り
ま
し
た
。 

こ
の
神
社
に
は
、
本
能
寺
城
の
城
跡
の
言
い
伝
え
が
残
っ

て
い
ま
す
、
境
内
を
囲
む
よ
う
に
高
さ5

0

㎝
～170

㎝
の
土

塁
が
廻
っ
て
い
て
、
本
能
寺
と
は
、
堀
之
内
の
転
訛
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

(

取
手
市
史
よ
り) 

 

こ
の
神
社
に
は
神
主
が
い
な
い
、
会
番
と
い
っ
て
各
集
落

の
２
名
が
月
交
代
で
管
理
し
て
い
ま
し
た
。 

 

本
殿
の
彫
刻
は
会
番
に
頼
む
と
見
せ
て
く
れ
ま
し
た
。 

女
性
は
「
駄
目
」
と
い
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
結
局
は
見

せ
て
頂
け
ま
し
た
。
白
山
姫
は
女
姓
な
の
に
女
嫌
い
で
あ
っ

た
た
め
、
女
性
が
内
陣
に
入
る
こ
と
を
許
さ
な
い
の
だ
そ
う

で
す
。 

 

白
山
姫
尊
は 

見
る
事
が
で 

き
な
か
っ
た 

「
誰
も
見
た
こ
と 

が
無
い
」
と
の 

話
し
で
し
た
。 

      

本
殿
の
壁
に
は
中
国
の
二
十
四
孝
の
一
部
が
彩
色
彫
刻
さ

れ
て
い
ま
す
。 

                           

右壁の彫刻、虎に襲われた親の身代わ

りなろうとする孝子 

「背面」寒中に親が食べたがっている筍を

掘る図、 



「
左
壁
」
貧
し
さ
の
た
め
親
に
孝
養
が
尽
く
せ
な
い
の
で
口
減

ら
し
の
た
め
子
を
地
中
に
埋
め
よ
う
と
し
て
地
を
掘
り
金
の

釜
が
出
て
き
た
と
い
う
話
、 

                  

オ
ビ
シ
ャ
は
一
月
十
七
日
近
日
の
日
曜
日
「
魚
篩(

さ
か
な

ふ
る
い)

」
と
い
う
珍
し
い
行
事
が
行
わ
れ
る
。 

と
う
げ(

斗
桶
、
一
斗
入
り
の
桶)

に
木
を
魚
の
形
に
彫
っ
た

物
を
入
れ
た
わ
ら
縄
つ
け
、
裃
に
袴
に
刀
を
差
し
た
二
人
の

男
の
子
が
こ
れ
を
神
前
に
曳
い
て
い
く
。 

こ
の
時
「
ム
ッ
ク
リ
、
シ
ヤ
ツ
ク
リ
・
ズ
ー
イ
ズ
ー
イ
」

と
囃
し
、
周
囲
の
大
人
も
こ
れ
に
あ
わ
せ
る
。 

◆ 
2
005

年
１
月16

日(

日)15
:00 - 15:5

5 

に
行
わ
れ

た
内
容
を
紹
介
。 

 

当
日
は
朝
方
か
ら
の
雨
が
止
ま
ず
、
祭
典
も
雨
の
中
で
の

祭
と
な
る
。
オ
ビ
シ
ャ
の
目
的
は
、
今
年
の
五
穀
豊
穣
と
子

宝
授
受
で
あ
る
と
云
う
。 

 

野
の
井
の
四
つ
の
部
落
で
、
各
部
落
毎
に
子
宝
授
受
の
為

の
子
供(

小
学
校
低
学
年)

と
神
事
に
使
わ
れ
る
「
お
み
き
膳
」

が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
五
穀
豊
穣
の
祭
典
の
為
の

鳥
の
絵
が
描
か
れ
た
神
的
井
に
手
作
り
の
弓
と
弓
矢
が
用
意

さ
れ
て
い
る
。 

村
人
は
午
後
２
時
半
頃
、
紋
付
き
袴
に
脇
差
し
姿
の
子
供

を
先
頭
に
鳥
居
を
く
ぐ
っ
て
境
内
に
入
っ
て
来
た
。
男
ば
か

り
で
あ
る
、
女
が
居
な
い
の
は
白
山
姫
命
の
神
の
為
で
女
人

禁
制
と
い
う
事
だ
そ
う
だ 

総
勢
約60

名
程
の
参
加
者
で
、5

0

畳
の
拝
殿
は
一
杯
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
。 

              

奥
殿
に
飾
ら
れ
た
供
物
六
膳
と
御
神
酒
、
さ
か
き
の
祭
壇

の
更
に
奧
に
本
殿
が
あ
り
白
山
姫
命
が
祀
ら
れ
て
い
る
が
、

姿
を
見
せ
な
か
っ
た
。 

 

参
加
者
全
員
の
「
さ
か
き
」
の
奉
納
が
終
わ
る
と
、
白
山

金
比
羅
神
社
か
ら
来
ら
れ
た
大
手(

お
お
い
で)

宮
司
の
祝
詞

で
し
め
や
か
に
始
ま
る
。 

 

子
宝
授
受
祈
願
の
式
典 

「
魚
ふ
る
い
」
と
い
う
古
式
を
簡
素
化
さ
れ
た
方
式
に
変
わ

っ
て
い
た
。
２
つ
の
部
落
毎
に
行
わ
れ
、
同
じ
式
事
を
２
回

行
う
事
に
な
る
。 

 

子
供
は
「
酒
膳
」
を
持
ち
背
後
の
男
と
一
緒
に
、
神
官
の

前
で
酒
膳
か
ら
お
み
き
を
注
ぐ
、
神
官
は
２
つ
の
部
落
の
酒

膳
か
ら
お
み
き
を
受
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
お
み
き
を
黒
椀
の
中

に
混
ぜ
会
わ
せ
そ
れ
を
飲
み
干
す
。 

 

神
官
が
両
手
を
広
げ
る
と
一
斉
に
「
ム
ッ
ク
リ
シ
ャ
ッ
ク

リ
ズ
ー
イ
ズ
イ
」
と
掛
け
声
が
か
か
り
同
時
に
子
供
は
ゆ
っ

く
り
と
３
、
４
歩
後
ず
さ
り
し
、
再
び
「
ム
ッ
ク
リ
シ
ャ
ッ

ク
リ
ズ
ー
イ
ズ
イ
」
で
神
官
の
前
に
戻
っ
て
く
る
。 

 

同
じ
行
為
を
３
回
繰
り
か
え
さ
れ
た
後
、
左
右
の
子
供
が

入
れ
替
わ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
子
供
は
相
手
の
部
落
の
参
加
者

に
酒
を
振
る
舞
い
、
終
了
す
る
。 

 

神
官
は
、
２
人
の
子
供
か
ら
受
け
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
お
み

き
を
黒
椀
に
移
し
て
混
ぜ
る
、
と
い
う
行
為
の
意
味
と
最
後

の
子
供
が
相
手
の
部
落
の
参
加
者
に
お
み
き
を
振
る
舞
う
と

い
う
行
為
に
、
お
互
い
の
部
落
へ
の
好
意
的
交
換
と
和
合
を

願
っ
た
も
の
と
感
じ
た
。 

 

３
回
繰
り
返
さ
れ
る
掛
け
声
の
意
味
は
、「
ム
ッ
ク
リ(

ボ

ッ
ク
リ
と
も
言
う
が
男
の
勃
起)

、
シ
ャ
ッ
ク
リ(

女
の
快
感)

、



ズ
ー
イ 

ズ
イ(

性
行
為
そ
の
も
の)

」
を
露
骨
に
表
す
男
性

だ
け
の
祭
で
の
男
の
子
へ
の
日
本
古
来
の
性
教
育
に
通
じ
る

掛
け
声
の
よ
う
だ
。 

               

五
穀
豊
穣
の
式
典
。 

雨
が
あ
が
っ
て
い
た(

不
思
議) 

 

本
殿
の
後
ろ
の
右
側
奧
に
日
天(

に
っ
て
ん)

本
来
は
「
う

さ
ぎ
」
本
殿
左
側
東
。 

 

同
じ
く
左
側
奧
に
は
月
天(

が
っ
て
ん)

「
と
り
」
本
殿
右

側
西
が
祀
ら
れ
て
い
る
。 

 

日
天
月
天
共
に
、
各
部
落
か
ら
持
ち
寄
っ
た
「
鳥
の
的
井
」

が
飾
ら
れ
て
い
る
。 

 

神
官
は
弓
を
持
ち
矢
を
放
ち
「
鳥
の
的
井
」
を
打
ち
抜
く
。 

 

し
か
し
、
子
宝
授
受
の
儀
式
で
の
、
お
み
き
の
振
る
舞
い

で
酒
酔
い
、
な
か
な
か
打
ち
抜
け
な
い
の
が
面
白
い
。
打
ち

抜
け
る
ま
で
行
い
成
功
す
る
と
今
度
は
矢
を
天
に
向
か
っ
て

打
ち
放
つ
、
落
ち
て
来
た
矢
を
地
面
に
落
ち
る
ま
で
待
ち
、

そ
の
矢
を
掴
み
取
っ
た
部
落
に
五
穀
豊
穣
の
豊
か
な
恵
み
が

あ
る
と
い
う
。 

４
部
落
分
、
同
じ
よ
う
に
繰
り
替
え
さ
れ
る
。 

  

鳥
を
射
る
、
と
り
を
い
る
、
か
ら
、「
採
り
入
れ
る
」
と
語

呂
の
変
化
に
よ
り
「
豊
か
な
取
り
入
れ
」
に
つ
な
が
る
「
鳥

討
ち
」
の
行
事
の
よ
う
で
も
あ
り
、
又
、
鳥
は
実
り
の
穀
物

を
荒
ら
す
の
で
、
実
る
前
の
鳥
除
け
の
願
掛
け
の
よ
う
で
も

あ
る
。 

  

式
典
は
終
わ
る
が
参
加
者
は
集
会
所
へ
戻
り
後
片
づ
け
と
、

奉
仕
し
て
く
れ
た
女
性
陣
に
感
謝
の
非
公
式
の
祭
事
を
行
う

と
い
う
が
私
達
は
白
山
神
社
で
失
礼
し
ま
し
た
。 

 
感
謝
の
意
。 

 

撮
影
の
制
限
を
受
け
ず
に
最
後
ま
で
好
意
的
に
協
力
し
て

戴
く
事
が
出
来
ま
し
た
。 

 

造
営
奉
賛
準
備
委
員
会
の
委
員
長
の
長
塚
和
夫
殿
、
並
び

に
関
係
者
の
方
に
、
お
礼
を
申
し
あ
げ
ま
す
。 

  

４
部
落
が
一
年
毎
に
白
山
神
社
の
行
事
や
会
番
を
受
け
つ

い
で
来
ま
し
た
、「
会
番
」
役
は
以
前
は
毎
日
神
社
に
詰
め
て

お
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
現
在
は
、
第
２
と
第
４
の
日

曜
日
だ
け
の
様
子
で
境
内
の
掃
除
を
兼
ね
て
午
前
中
奉
仕
と

い
う
形
に
変
わ
っ
て
い
ま
す
。 

「
会
番
」
と
は
、
宮
司
が
居
な
い
神
社
を
守
る
と
い
う
役
割

で
し
た
。 

 

我
孫
子
市
新
木
に
あ
る
、
葺
不
合(

ふ
き
あ
え
ず)

神
社
で

も
会
番
の
制
度
が
あ
る
よ
う
で
す
、
お
正
月
の
賽
銭
の
収
集

や
警
備
を
行
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。 

 

最
後
に 

 

取
材
の
茨
城
歴
史
博
物
館
の
皆
様
方
の
取
材
あ
り
が
と
う

御
座
い
ま
し
た
。 

  

オ
ビ
シ
ャ
は
、
今
で
は
生
活
の
中
で
は
必
要
が
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
世
相
で
す
。
し
か
し
、
日
本
古
来
固
有
の
行
事

を
失
い
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

子
供
の
人
口
減
少
の
現
在
、「
オ
ビ
シ
ャ
を
行
う
の
に
子
供

が
い
な
く
て
ね
」
と
、
関
係
者
の
方
が
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

今
回
の
取
材
で
活
気
を
取
り
戻
せ
れ
ば
と
深
く
感
じ
て
し

ま
っ
た
祭
で
し
た
。 

 

御
歩
射 

お
正
月
に
徒
歩(

か
ち)

で
弓
を
射
て
、
そ
の
結
果
で
一
年

間
の
豊
凶
を
占
う
神
事
で
し
た
。
下
総
地
方
に
多
く
千
葉
県

多
古
町
に
は
「
女
オ
ビ
シ
ャ
」
の
行
事
が
あ
り
ま
し
た
。 

関
東
地
方
東
部
で
は
、
祭
り
の
共
同
飲
食
だ
け
に
な
っ
た

と
こ
ろ
が
多
い
様
で
す
。 

「
百
手(

も
も
て)

祭
り
」
と
も
言
わ
れ
ま
す
。 

四
国
や
九
州
で
は
、
御
弓(

お
ゆ
み)

の
神
事
の
こ
と
で
、
何

千
発
も
の
矢
を
射
つ
お
祭
り
で
あ
っ
た
様
で
す
。 
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