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我
が
国
の
民
間
信
仰
で
あ
る
庚
申
信
仰
が
三
Ｆ
説
か
ら
、
妙
見

信
仰
が
北
辰
尊
星
な
ど
、
と
も
に
道
教
に
関
係
し
て
い
る
が
、
余

り
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
に
「
鎭
宅
霊
符
（
神
）
」
が
あ
る
。
『
道
蔵
』

中
に
お
そ
ら
く
唐
代
後
に
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
『
太
上
秘
法
鎭

宅
霊
符
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
今
、
鎭
宅
霊
符
の
由
来
に
つ
い
て

理
解
を
え
ら
れ
た
い
た
め
に
そ
の
前
半
の
部
分
を
要
訳
し
て
み

ブ
（
》
Ｏ

昔
、
漢
の
文
帝
（
前
一
五
七
没
）
が
あ
る
時
、
三
愚
の
宅
と
い
っ

て
三
つ
の
悪
い
土
地
家
屋
が
あ
る
そ
う
だ
が
ど
ん
な
も
の
か
と
、

黄
帝
の
輔
臣
の
一
人
で
あ
る
天
老
に
尋
ね
た
。
天
老
は
、
家
の
前

が
高
く
後
ろ
が
低
い
と
こ
ろ
、
北
方
に
水
が
流
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、

東
南
が
高
く
西
北
が
平
ら
な
と
こ
ろ
を
三
愚
の
地
と
い
う
と
答
え

た
。
帝
は
あ
る
日
お
し
の
び
で
歩
き
あ
る
所
で
ま
さ
に
三
愚
の
宅
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「
鎭
宅
霊
符
」

吉
元
昭
治

を
見
た
が
豊
か
そ
う
で
あ
っ
た
。
不
思
議
に
思
っ
た
が
一
旦
宮
中

に
帰
り
二
人
の
陰
陽
官
を
つ
れ
衣
裳
も
着
か
え
て
三
人
で
こ
の
家

に
出
か
け
た
。
門
番
が
い
て
三
人
を
見
る
と
主
人
に
報
せ
る
と
主

人
が
出
て
き
て
中
に
招
き
、
酒
食
を
も
て
な
し
た
。
帝
は
名
を
き

く
と
、
劉
名
進
と
い
う
。
何
年
こ
こ
に
い
る
の
か
と
き
く
と
、
も

う
三
十
年
住
ん
で
い
る
と
い
う
。
帝
は
そ
こ
で
「
宅
経
』
と
い
う

書
を
見
る
と
全
く
こ
こ
は
三
愚
の
宅
で
、
住
む
べ
き
で
な
い
と
い

う
が
何
か
の
術
で
こ
の
よ
う
な
吉
相
の
家
に
な
っ
た
の
だ
と
、
さ

ら
に
尋
ね
る
と
、
初
め
は
こ
の
家
も
損
耗
が
激
し
く
、
金
銭
を
失

い
、
住
む
者
も
い
ろ
い
ろ
な
災
害
に
会
い
、
さ
ら
に
お
上
の
お
と

り
立
て
も
激
し
く
貧
乏
の
極
み
で
あ
っ
た
。
あ
る
日
の
夕
方
ど
こ

か
ら
と
も
な
く
二
人
の
書
生
が
や
っ
て
来
て
宿
を
求
め
た
が
、
何

せ
こ
の
貧
乏
、
や
っ
と
少
し
ば
か
り
の
粥
を
さ
し
上
げ
た
。
食
事

が
終
る
と
二
人
は
何
で
こ
の
よ
う
な
凶
宅
に
住
ん
で
い
る
の
か
と

言
う
の
で
、
何
か
よ
い
方
法
が
あ
れ
ば
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
と

言
う
と
、
七
十
二
種
の
霊
符
を
と
り
出
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
を
大

切
に
す
る
と
十
年
で
金
持
ち
と
な
り
、
二
十
年
で
子
孫
は
栄
え
、

三
十
年
た
つ
と
尊
い
天
子
が
白
衣
を
着
て
や
っ
て
来
る
と
い
っ
た

が
、
今
そ
の
三
十
年
目
だ
が
未
だ
や
っ
て
来
な
い
と
言
っ
た
。
帝
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は
笑
い
な
が
ら
そ
の
二
人
の
書
生
は
ど
う
な
っ
た
と
き
く
と
二
人

は
門
を
五
十
歩
も
出
な
い
う
ち
に
か
き
う
せ
、
後
に
た
だ
白
い
気

が
一
す
じ
天
に
昇
っ
て
い
っ
た
と
答
え
た
。
そ
こ
で
帝
は
そ
の
霊

符
が
欲
し
い
と
い
う
と
名
進
は
さ
し
出
し
た
。
帝
は
帰
っ
て
か
ら

詔
を
出
し
、
天
下
に
布
告
し
家
々
の
鎭
宅
、
保
護
、
吉
を
招
い
て

人
民
が
幸
せ
に
な
る
よ
う
こ
の
霊
符
を
用
い
る
よ
う
に
し
た
。
こ

う
す
る
と
天
下
は
災
害
は
な
く
な
り
、
人
々
は
福
寿
を
ま
し
、
家
々

は
栄
え
、
収
穫
は
ま
し
、
悪
気
を
払
う
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。

こ
の
後
半
は
七
十
二
種
が
の
っ
て
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
効
能
が
の
っ

て
い
る
。

こ
の
霊
符
は
、
推
古
朝
、
百
済
の
聖
明
王
第
三
王
子
琳
聖
太
子

が
肥
後
国
八
代
郡
白
木
山
神
宮
寺
（
現
妙
見
宮
）
に
伝
え
た
と
い

う
。
こ
う
し
て
十
世
紀
に
入
る
と
鎭
宅
の
符
と
し
て
知
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
天
井
や
梁
上
に
七
十
二
星
西
嶽
眞
人
の
符
を
お
く
よ
う

に
な
っ
た
。
西
嶽
眞
人
は
東
嶽
の
泰
山
府
君
が
冥
府
を
司
る
の
に

対
し
西
嶽
華
山
の
神
で
現
世
の
生
活
を
司
る
神
と
さ
れ
陰
陽
師
が

宅
神
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
陰
陽
家
が
鎭
宅
霊
符
神
と
い
う
の
は
、
北
辰
尊
星
を

神
格
化
し
た
妙
見
菩
薩
と
同
じ
で
あ
る
と
も
い
い
、
妙
見
菩
薩
と

鎭
宅
霊
符
神
を
併
祀
し
て
い
た
り
能
勢
妙
見
宮
の
よ
う
に
初
め
鎭

宅
霊
符
神
を
祀
り
の
ち
に
妙
見
菩
薩
に
な
っ
た
も
の
も
あ
る
。

律
令
時
代
、
中
国
か
ら
や
っ
て
来
た
道
教
的
呪
禁
は
典
薬
寮
の

呪
禁
師
が
司
っ
て
い
た
が
、
次
第
に
陰
陽
寮
に
吸
収
さ
れ
－
部
は

地
に
も
ぐ
り
、
一
部
は
陰
陽
師
が
司
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し

時
代
と
共
に
神
道
な
り
、
仏
教
の
中
で
姿
を
か
え
て
行
く
。
今
日

の
地
鎮
祭
が
神
官
が
行
っ
て
い
る
の
を
見
れ
ば
分
る
。

七
十
二
種
と
は
周
易
の
八
卦
と
六
十
四
卦
を
合
計
し
た
数
と
も

い
う
が
、
「
太
上
秘
法
鎭
宅
霊
符
』
と
我
が
国
の
『
鎭
宅
霊
符
縁
起

集
』
（
寛
永
五
年
、
出
雲
十
念
寺
沢
了
）
と
は
順
序
が
違
っ
て
い
た
り

『
鎭
宅
霊
符
神
』
（
大
正
十
年
、
金
華
山
人
）
と
較
べ
る
と
内
容
が
異

っ
て
い
る
。
総
会
で
は
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
、
『
太
上
神
仙
鎭
宅
霊

符
』
と
い
う
鎭
宅
霊
符
曼
陀
羅
と
、
現
在
各
地
の
霊
符
神
社
の
報

告
を
す
る
。

（
吉
元
医
院
）


