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神
に
お
帰
り
願
う
と
い
う
こ
と

二
〇
一
六
年
六
月
十
日
か
ら
十
二
日
の

日
程
で
韓
国
江
原
道
江
陵
市
の
江
陵
端
午

祭
に
つ
い
て
調
査
を
実
施
し
た
。
江
陵
端

午
祭
は
孟
夏
に
臨
ん
で
、
江
陵
市
民
が
郊

外
二
〇
キ
ロ
の
大
関
嶺
ま
で
出
向
き
、
城

隍
神
お
よ
び
五
色
に
飾
っ
た
神
木
に
宿
ら

せ
た
も
ろ
も
ろ
の
無
主
孤
魂
を
自
分
た
ち

の
生
活
空
間
に
迎
え
入
れ
、
祭
壇
に
安
置

し
、
神
前
に
て
豊
作
豊
漁
の
予
祝
行
事
を

催
し
、
わ
ざ
わ
い
を
滅
し
さ
き
わ
い
を
願

う
と
い
う
祭
り
で
あ
る
。

こ
の
調
査
は
二
〇
一
五
年
度
か
ら
の
継

続
調
査
で
、
前
回
は
神
迎
え
の
行
事
を
中

心
に
調
査
を
実
施
し
た
。
二
〇
一
六
年
の

祭
事
は
五
月
十
一
日
（
旧
暦
四
月
五
日
）

神
酒
作
り
か
ら
六
月
十
二
日
の
神
送
り
ま

で
の
日
程
で
開
催
さ
れ
た
。
今
回
は
、
祭

の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
も
い
え
る
神
送
り

の
行
事
を
中
心
に
調
査
す
る
と
と
も
に
、

江
陵
端
午
祭
の
芸
能
保
有
者
（
韓
国
重
要

無
形
文
化
財
第
一
三
号
）
で
あ
る
金
鍾
群

氏（
官
奴
仮
面
劇
伝
習
者
）・
賓
順
愛
氏（
巫

儀
伝
習
者
）
に
聞
き
取
り
調
査
を
実
施
す

る
こ
と
が
で
き
た
。

送
神
祭
は
端
午
祭
を
見
守
っ
た
神
々

を
江
陵
市
街
の
外
へ
送
り
出
す
祭
で
、

二
〇
一
六
年
は
六
月
十
二
日
の
夕
方
六
時

か
ら
行
わ
れ
た
。
祭
壇
の
ま
え
で
儒
式
の

作
法
で
祝
文
が
読
み
上
げ
ら
れ
た
あ
と
、

神
牌
と
神
木
、
灯
籠
・
花
蓋
・
竜
船
を
、

巫
楽
が
鳴
り
響
く
な
か
南
大
川
の
中
洲
に

担
ぎ
出
し
て
焼
祭
が
行
わ
れ
た
。

大
関
嶺
の
あ
る
西
方
へ
向
か
っ
て
な
ん

ど
も
拝
礼
し
な
が
ら
祭
官
が
神
木
に
火
を

か
け
る
。
燃
え
上
が
っ
た
と
み
る
や
、
祭

礼
の
一
行
は
足
早
に
そ
の
場
を
立
ち
去
り
、

ふ
り
む
か
ず
に
南
岸
に
も
ど
る
。
か
つ
て

は
祭
官
や
巫
は
中
洲
に
着
衣
を
脱
ぎ
捨
て

て
去
っ
た
の
だ
と
い
う
。

未
婚
女
性
と
い
う
属
性

送
神
祭
の
日
は
街
の
人
た
ち
に
と
っ
て

長
く
楽
し
い
イ
ベ
ン
ト
の
最
終
日
で
も
あ

る
。
生
活
用
品
や
各
地
の
名
産
品
が
な
ら

ぶ
ナ
ン
ジ
ャ
ン
（
乱
場
）
と
よ
ば
れ
る
巨

大
縁
日
の
最
終
日
で
あ
る
。
奇
品
珍
品
も

あ
る
が
、
韓
国
な
ら
ど
こ
に
で
も
売
っ
て

調
査
報
告
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写真１　仮面劇伝習者の金鍾群氏、右は手島崇裕氏

写真２　神牌と神木を南大川の中洲へ
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い
る
お
み
や
げ
も
の
を
今
回
初
め
て
意
識

し
た
。
花
嫁
人
形
で
あ
る
。
花
嫁
の
姿
を

し
た
人
形
は
さ
が
せ
ば
何
処
の
国
に
も
あ

る
の
だ
ろ
う
し
、
日
本
で
も
女
児
の
た
め

の
雛
人
形
は
そ
の
よ
う
な
意
味
合
い
が
強

い
も
の
と
し
て
発
展
し
て
き
た
。
し
か
し

そ
れ
と
は
あ
き
ら
か
に
違
う
レ
ベ
ル
で
ご

く
日
常
品
と
し
て
あ
ち
こ
ち
に
売
っ
て
い

る
。「
こ
れ
は
（
こ
の
習
慣
は
）
日
本
に

は
な
い
」
と
言
う
と
日
本
留
学
の
経
験
が

長
い
は
ず
の
池
美
玲
氏
が
大
い
に
驚
い
て

い
た
。
日
常
的
す
ぎ
る
事
柄
は
気
づ
き
に

く
い
。
こ
こ
ま
で
は
ま
え
ふ
り
で
あ
る
。

世
界
遺
産
と
な
っ
た
江
陵
端
午
祭
の
実

行
委
員
会
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
お
み
や
げ
物

や
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
グ
ッ
ズ
を
用
意
し
て
い

た
が
、
際
だ
っ
て
売
れ
残
っ
た
グ
ッ
ズ
が

あ
っ
た
。
女
城
隍
神
、
つ
ま
り
未
婚
の
ま

ま
亡
く
な
っ
た
鄭
氏
の
娘
の
ぬ
い
ぐ
る
み

で
あ
る
。
女
の
子
に
は
常
か
ら
花
嫁
人
形

を
、
と
い
う
の
が
コ
モ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る

の
な
ら
こ
れ
は
確
か
に
型
破
り
で
あ
る
。

生
者
と
死
者
が
協
同
す
る
社
会
で
は
、
女

性
の
幸
不
幸
の
決
定
に
お
い
て
婚
家
に
嫁

ぐ
と
い
う
こ
と
は
大
き
い
。
切
実
な
の
は

死
者
に
な
っ
て
か
ら
で
、
婚
家
の
子
孫
に

よ
っ
て
祀
ら
れ
な
い
か
ぎ
り
、
祖
霊
と
し

て
の
社
会
性
を
獲
得
で
き
な
い
。

そ
れ
を
逆
手
に
取
る
と
、
未
婚
の
ま
ま

死
ん
だ
女
性
は
そ
れ
だ
け
で
強
力
な
祟
り

神
に
な
れ
る
。
無
名
で
あ
る
こ
と
で
そ
の

威
は
勢
い
を
増
す
。
と
き
に
集
団
が
未
婚

女
性
を
殺
す
こ
と
で
神
威
不
在
の
と
こ
ろ

に
あ
ら
た
な
神
威
を
人
為
的
に
現
出
さ
せ

る
こ
と
さ
え
で
き
る
の
で
あ
る
。

だ
れ
が
守
護
神
な
の
か

は
な
し
を
巻
き
戻
す
よ
う
だ
が
、
今
回

の
調
査
で
よ
う
や
く
送
神
祭
を
見
届
け
る

こ
と
が
で
き
た
こ
と
で
、
た
だ
の
歴
史
家

で
あ
る
わ
た
く
し
に
も
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら

見
え
て
き
た
こ
と
が
あ
る
。

現
在
で
は
江
陵
市
民
は
端
午
祭
開
催
の

た
め
に
城
隍
神
と
女
城
隍
神
の
二
つ
の
神

牌
を
祭
壇
に
安
置
し
て
い
る
が
、
大
関
嶺

の
山
神
こ
そ
が
江
陵
市
街
に
迎
え
入
れ
ら

れ
る
祭
神
で
あ
っ
た
。
江
陵
市
街
が
発
達

す
る
過
程
で
、
鶴
山
集
落
の
予
祝
祭
や
城

写真３　神木に火をかける

写真５　花嫁人形

写真４　大関嶺の方角に向かって拝す
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隍
神
が
、
江
陵
端
午
祭
と
密
接
な
関
わ
り

を
持
つ
に
至
っ
た
。
李
氏
朝
鮮
時
代
の

地
方
官
で
あ
っ
た
許
筠
（
一
五
六
九
～

一
六
一
八
）
の
随
筆
『
惺
所
覆

藁
』
に

よ
る
と
、
宣
祖
三
十
六
年
（
一
六
〇
三
）

の
時
点
で
は
溟
州
（
江
陵
）
の
ひ
と
び
と

が
迎
え
て
い
た
の
は
大
関
嶺
の
「
山
神
」

で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

祭
り
が
ま
つ
り
と
し
て
機
能
し
て
い
る

か
ぎ
り
、
ひ
と
び
と
の
く
ら
し
と
と
も
に

変
容
し
て
い
く
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
の

過
程
に
つ
い
て
言
及
を
試
み
る
な
ら
ば
、

女
城
隍
神
の
神
影
と
し
て
お
下
げ
髪
の
娘

が
虎
と
と
も
に
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が

大
き
な
ヒ
ン
ト
で
あ
ろ
う
。
未
婚
女
性
の

不
遇
な
魂
を
虎
に
託
し
て
山
神
に
嫁
が
せ
、

祭
祀
す
る
こ
と
で
神
格
化
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
死
者
と
な
っ
た
鄭
氏
の

娘
と
結
婚
し
た
の
は
鶴
山
の
村
人
が
尊
崇

す
る
梵
日
国
師
で
は
な
く
、
大
関
嶺
の
山

神
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

大
関
嶺
の
山
神
に
習
合
し
て
い
る
金
庾

信
は
統
一
新
羅
の
英
雄
で
あ
り
、
強
い
神

威
を
以
て
生
者
た
ち
の
信
仰
を
あ
つ
め
る

死
者
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
信
仰
が
い
わ
ゆ

る
日
本
統
治
時
代
に
抑
圧
さ
れ
た
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
そ
こ
で

金
庾
信
信
仰
と
と
も
に
あ
っ
た
山
神
は
後

退
し
、
近
郊
村
落
た
る
鶴
山
の
城
隍
神
が

こ
れ
に
替
わ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

と
い
う
の
が
、
わ
た
く
し
の
い
ま
の
と
こ

ろ
の
推
測
で
あ
る
。

現
在
と
も
に
大
関
嶺
に
隣
り
合
っ
て
座

す
山
神
と
城
隍
神
の
神
前
で
は
、
神
迎
え

に
際
し
て
近
似
し
た
祭
儀
が
取
ら
れ
て
い

る
が
、
市
民
に
迎
え
入
れ
ら
れ
て
端
午
祭

を
見
守
る
の
は
、
金
庾
信
が
習
合
し
た
山

神
で
は
な
く
、
鶴
山
を
郷
里
と
す
る
梵
日

国
師
が
習
合
し
た
城
隍
神
と
、
江
陵
の
郊

外
洪
済
洞
に
祀
ら
れ
る
女
城
隍
神
と
の
二

神
で
あ
る
。
城
隍
神
の
立
地
と
し
て
は
、

い
ま
堂
が
あ
る
大
関
嶺
は
低
い
山
で
は
あ

る
が
外
山
で
あ
っ
て
、
堂
は
嶺
を
越
え
た

反
対
側
の
西
斜
面
に
あ
り
、
人
里
か
ら
は

遠
く
に
過
ぎ
る
。

ち
な
み
に
、
二
〇
一
六
年
の
大
関
嶺
で

の
城
隍
祭
に
お
い
て
は
、
初
献
官
を
江
陵

市
長
が
務
め
、
神
前
で
次
の
よ
う
な
祝
詞

を
述
べ
、
燃
や
し
た
。

維
　
歳
次
乙
未
陰
四
月
甲
午
　
朔
十
五

日
　
戊
申
　
初
献
官
　
江
陵
市
長
　
崔
明

煕
　
敢
昭
告
于

大
関
嶺
国
師
城
隍
之
神

伏
惟
尊
霊
　
位
我
重
鎮
　
自
麗
至
今
　

無
替
厥
煙

凡
我
有
求
　
祷
輒
見
応
　
際
此
孟
夏
　

田
事
方
興

禦
災
防
患
　
触
類
降
監
　
若
時
昭
事
　

敢
有
不
欽

茲
遵
旧
儀
　
載
陳
牲
璧
　
神
其
度
斯
　

庶
幾
歆
格
　
　
尚
　
饗

巫
女
の
身
体

現
在
巫
集
団
を
と
り
ま
と
め
て
い
る
の

は
、
巫
女
（
ム
ー
ダ
ン
）
で
無
形
文
化
財

芸
能
保
持
者
賓
順
愛
氏
で
あ
る
。
巫
集
団

は
神
降
ろ
し
の
重
要
な
役
目
を
担
う
。
歌

舞
を
担
う
巫
女
と
音
曲
を
担
う
巫
楽
の
担

当
が
あ
り
、
前
者
は
お
も
に
女
性
、
後
者

は
お
も
に
男
性
で
あ
る
。
巫
女
た
ち
は

「
ク
ッ
」
と
呼
ば
れ
る
唄
で
ひ
と
び
と
の

願
い
を
神
に
伝
え
る
。
そ
の
う
ち
手
練
れ

の
者
だ
け
が
神
の
言
葉
を
聞
く
こ
と
が
で

き
、
ま
た
身
体
に
自
在
に
神
を
宿
ら
せ
る

そ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
で
き
る
。

彼
女
た
ち
は
、
神
木
に
霊
を
集
め
る
と

き
に
は
帽
子
を
被
り
、
神
木
を
祭
壇
に
安

置
す
る
と
き
に
は
、
衣
の
色
を
白
色
に
更 写真６　神が降りる賓順愛氏の髷
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め
る
。
神
を
宿
す
巫
女
は
若
い
巫
女
と
は

異
な
っ
た
う
ず
た
か
い
髷
を
結
っ
て
い
る
。

こ
の
髷
は
日
本
統
治
時
代
に
は
強
制
的
に

断
髪
さ
れ
、
祭
り
が
再
開
さ
れ
た
と
き
髷

を
失
っ
た
巫
女
た
ち
は
、
鬘
を
頭
に
結
わ

え
祭
事
に
臨
ん
だ
と
い
う
。
江
陵
端
午
文

化
館
に
は
、
そ
の
当
時
の
鬘
が
い
ま
も
保

管
さ
れ
て
お
り
、
わ
た
く
し
は
そ
れ
を
ま

の
あ
た
り
に
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

憑
依
に
よ
り
神
霊
を
帯
び
る
タ
イ
プ
の

宗
教
者
た
ち
の
宗
教
性
は
、
う
ず
た
か
い

髷
こ
そ
を
あ
り
か
と
し
、
唄
や
踊
り
や
華

や
か
な
出
で
立
ち
を
取
る
こ
と
に
よ
っ
て

オ
ン
の
状
態
と
な
る
。
神
々
を
鎮
め
る
と

き
に
は
唄
や
踊
り
は
封
じ
ら
れ
、
彼
女
た

ち
の
華
や
か
な
装
束
は
解
か
れ
る
。
オ
フ

の
必
要
が
あ
る
と
き
に
は
髪
は
覆
い
隠
さ

れ
る
。

彼
女
た
ち
は
神
の
容
れ
物
と
し
て
は
ま

ぎ
れ
も
な
く
畏
の
対
象
で
は
あ
る
が
、
生

身
の
人
間
と
し
て
は
位
置
づ
け
が
な
い
。

黒
色
の
袍
で
身
を
包
む
こ
と
で
世
俗
身
分

を
標
榜
す
る
儒
儀
の
祭
官
ら
と
は
、
ま
っ

た
く
異
な
る
存
在
と
し
て
祭
り
に
関
わ
っ

て
き
た
の
で
あ
る
。

巫
集
団
の
挑
戦

調
査
の
場
面
に
お
い
て
も
そ
れ
は
随
所

に
感
じ
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
祭
儀
が
終
了

す
る
た
び
に
共
食
が
催
さ
れ
る
が
、
祭
壇

の
ま
え
の
共
食
の
座
に
着
く
の
は
儒
式
の

祭
儀
を
行
う
祭
官
た
ち
（
黒
色
の
袍
）
と
、

保
存
会
会
長
で
あ
る
。「
官
奴
仮
面
劇
」

の
伝
習
者
で
あ
る
現
在
の
保
存
会
会
長
は
、

無
位
を
あ
ら
わ
す
生
成
の
麻
衣
を
着
け
て

そ
の
座
の
末
席
に
い
る
。
二
年
連
続
参
加

と
い
う
意
味
で
希
少
な
日
本
人
研
究
者
で

あ
る
わ
た
く
し
は
、
そ
の
座
に
加
え
ら
れ
、

乳
酸
発
酵
の
神
酒
を
注
が
れ
た
（「
こ
れ

は
残
さ
ず
に
飲
み
干
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
よ
。」
と
保
存
会
長
に
教
え
ら
れ
た
。）。

し
か
し
そ
こ
に
は
祭
り
の
花
形
で
あ
る

ム
ー
ダ
ン
ら
の
席
は
な
い
。

現
在
巫
集
団
は
、
色
衣
を
解
い
た
と
き

に
も
、
白
衣
に
小
さ
な
刺
繍
を
施
し
て
完

全
に
白
く
な
る
の
を
避
け
て
い
る
。
伝
統

色
に
無
い
ピ
ン
ク
色
の
衣
を
使
っ
て
い
る

場
面
も
あ
っ
た
。
そ
の
わ
け
に
つ
い
て
以

下
私
見
を
述
べ
る
。
祭
壇
の
方
で
は
な
く

観
客
の
方
を
向
い
て
唄
う
彼
女
た
ち
は
、

現
在
、
神
の
側
に
立
つ
の
か
人
の
側
に
立

つ
の
か
あ
る
い
は
も
っ
ぱ
ら
仲
介
役
で
あ

る
の
か
は
、
き
わ
め
て
微
妙
な
問
題
で

あ
る
。
神
を
そ
の
身
体
に
宿
ら
せ
て
強
力

を
発
揮
し
た
り
、
神
と
の
対
話
の
仲
介
を

務
め
神
意
を
伝
え
る
場
面
も
あ
る
が
、
今

と
な
っ
て
は
彼
女
た
ち
が
祭
り
の
あ
い
だ

じ
ゅ
う
人
か
ら
神
へ
の
願
い
を
歌
い
舞
い

つ
づ
け
る
ク
ッ
こ
そ
が
、
江
陵
端
午
祭
そ

の
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
。た

と
え
ば
竜
王
ク
ッ
で
は
、
巫
女
た
ち

は
、
セ
ウ
ォ
ル
号
や
チ
ョ
ナ
ン
号
の
沈
没

に
よ
っ
て
生
者
の
世
界
に
戻
れ
な
く
な

り
、
遺
体
さ
え
戻
ら
な
い
た
め
に
、
い
ま

だ
死
者
と
な
る
こ
と
も
で
き
な
い
若
者
た

ち
の
魂
が
（
こ
こ
の
と
こ
ろ
は
、
死
者
と

な
る
手
続
き
が
節
略
さ
れ
た
日
本
社
会
の

住
人
に
は
わ
か
り
づ
ら
い
。）、
家
族
の
も

と
に
戻
れ
る
よ
う
に
と
竜
王
に
願
っ
た
。

（
竜
王
は
そ
の
聞
き
届
け
の
し
る
し
と
し

て
、
巫
女
の
「
雨
よ
降
れ
！
」
と
い
う
言

葉
に
応
え
た
。
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
天
気
予
報

も
捨
て
た
も
の
で
は
な
い
と
本
気
で
思
っ

た
。）巫

集
団
の
現
在
の
立
場
は
、
伝
統
的
な

区
別
に
ど
こ
か
で
現
代
の
女
性
差
別
が
融

合
し
た
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
た

巫
集
団
に
付
属
す
る
巫
楽
師
ら
は
、
か
つ

て
の
「
貧
者
」
の
芸
能
者
の
技
を
受
け
継 写真 7　ひとびとの願いを歌う
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ぐ
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
さ
ら
に
影
の
存

在
た
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
現
状
に
対
し
、
後
継
者
の
育
成
に

力
を
入
れ
る
賓
順
愛
氏
は
、
あ
ら
た
な
挑

戦
を
し
て
い
る
。
唄
（
ク
ッ
）
の
歌
い
手

に
巫
楽
師
の
少
年
を
入
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
伝
統
的
な
や
り
か
た
で
は
な
い
と

い
う
批
判
も
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
ま
た
や
は
り
祭
り
は
生
き
物
な
の
で
あ

る
。
世
界
遺
産
と
い
う
肩
書
き
を
得
て
守

ら
れ
る
べ
き
芸
能
と
い
う
側
面
を
持
つ
こ

と
に
な
っ
た
江
陵
端
午
祭
は
、
転
換
の
時

期
を
迎
え
て
い
る
。
わ
た
く
し
に
は
そ
の

変
化
の
瞬
間
に
立
ち
会
え
た
こ
と
こ
そ
が
、

な
に
か
貴
重
な
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
も
感

じ
ら
れ
た
。

以
上
、
江
陵
端
午
祭
に
つ
い
て
は
二
度

に
わ
た
る
調
査
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な

知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
こ
こ
で

は
簡
単
な
素
描
に
と
ど
め
、
今
後
の
継
続

調
査
を
期
し
つ
つ
ひ
と
ま
ず
略
報
告
と
し

て
お
き
た
い
。

【
附
記
】

今
回
の
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
江
陵
端
午

祭
保
存
会
お
よ
び
実
行
委
員
会
の
皆
様
の

ご
協
力
を
う
け
た
。
記
し
て
謝
意
を
申
し

上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
ま
た
事
前
調
査
・

随
行
・
通
訳
・
撮
影
補
助
に
お
い
て
共
同

研
究
者
池
美
玲
氏
・
手
島
崇
裕
氏
の
全
面

協
力
を
受
け
た
。
な
お
こ
の
研
究
は
、
日

本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
基
盤
研
究

（
Ｃ
）（16K02222

「
日
本
と
ア
ジ
ア
の

魂
魄
観
に
つ
い
て
の
比
較
思
想
史
的
研
究

｜
災
気
と
人
神
の
関
係
か
ら
考
え
る
｜
」

研
究
代
表
者
：
佐
藤
文
子
）
に
よ
る
成
果

の
一
部
で
あ
る
。

写真 8　少年の歌舞を見守る

写真 9　祭りのおわり


