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神社と人生儀礼。 

ひ
さ
か
た
の
天
照
る
月
は
神
代
に
か
出
で
か
へ
る

ら
む
年
は
経
に
つ
つ  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

『万
葉
集
』 

 

 

今
年
も
気
仙
沼
市
本
吉
町
小
泉
の
八
幡
神
社
御
例
祭
に
参
列
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。 

 

神
輿
は
、
建
物
の
土
台
だ
け
を
残
し
て
何
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
集
落

の
跡
を
め
ぐ
り
、
高
台
の
学
校
ま
で
渡
御
し
ま
す
。
こ
の
行
列
に
、
今
年
は

新
た
に
お
神
輿
が
一
基
加
わ
り
ま
し
た
。
宮
城
県
竹
駒
神
社
の
千
葉
宮
司
さ

ん
の
お
は
か
ら
い
で
東
京
都
杉
並
区
大
宮
八
幡
宮
の
子
供
神
輿
を
寄
贈
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
昨
年
は
、
自
分
た
ち
で
作
っ
た
段
ボ
ー
ル
の
神
輿
を
担

い
で
途
中
か
ら
参
加
し
て
い
た
中
学
生
た
ち
が
、
本
当
に
楽
し
そ
う
に
寄
贈

さ
れ
た
御
神
輿
を
担
い
で
い
ま
し
た
。
そ
し
て
丘
の
上
の
学
校
で
は
、
な
ん

と
幼
稚
園
の
園
児
た
ち
が
手
作
り
の
御
神
輿
を
担
い
で
騒
い
で
い
る
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
。 

 

大
勢
の
子
供
達
に
お
母
さ
ん
、
そ
し
て
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

た
ち
も
集
ま
っ
て
い
ま
す
。
見
渡
す
限
り
、
一
軒
も
家
は
見
え
な
い
の
に
。

仮
設
の
舞
台
が
あ
り
、
出
店
も
出
て
い
ま
し
た
。
笑
顔
笑
顔
の
皆
さ
ん
で
し

た
。
八
幡
神
社
の
山
内
宮
司
さ
ん
は
「
壊
滅
し
た
集
落
の
跡
を
神
輿
渡
御
を

行
う
こ
と
は
誠
に
忍
び
難
い
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
小
泉
地
区
を
復
興
す

る
に
は
子
供
た
ち
も
含
め
て
地
域
の
人
々
が
鎮
守
の
森
を
中
心
と
し
、
心
を

ひ
と
つ
に
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
思
い
、
あ
え
て
実
施
し

て
お
り
ま
す
。
今
後
と
も
、
壊
滅
し
た
小
泉
地
区
の
集
落
を
新
し
い
土
地
に

新
し
く
つ
く
り
あ
げ
る
よ
う
、
地
域
の
人
々
と
共
に
精
魂
込
め
る
つ
も
り
で

す
。
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。 

 

山
内
宮
司
さ
ん
は
八
十
七
歳
に
な
ら
れ
ま
す
。
津
波
に
の
ま
れ
て
流
さ
れ

る
と
こ
ろ
を
奥
様
に
引
っ
ぱ
っ
て
も
ら
い
助
か
っ
た
と
伺
っ
て
お
り
ま
す
。

奥
様
と
ふ
た
り
、
い
ま
だ
四
畳
半
一
間
の
仮
設
住
宅
に
暮
ら
し
て
お
ら
れ
ま

す
。
宮
司
さ
ん
は
教
師
も
さ
れ
て
い
た
の
で
、
大
勢
の
教
え
子
さ
ん
に
囲
ま

れ
、
神
社
の
復
興
と
地
域
の
た
め
に
頑
張
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。 

 

来
年
も
お
参
り
に
参
り
ま
す
。
山
内
宮
司
様
の
ご
活
躍
と
小
泉
地
区
の
皆

さ
ま
の
素
晴
ら
し
い
笑
顔
を
見
せ
て
い
た
だ
く
た
め
に
。
で
き
れ
ば
釣
り
竿

を
持
っ
て
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

（
宮
司
） 
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産
湯

う

ぶ

ゆ

と
産
着

う

ぶ

ぎ 

誕
生
後
に
子
供
が
は
じ
め
て
浴
び
る
湯
を
産
湯
、

産
湯
の
後
や
生
後
三
日
め
、
初
宮
参
り
に
着
せ
る

晴
れ
着
な
ど
を
産
着
と
い
い
ま
す
。 

 人が誕生してから人生の節々で行われる儀礼。昔から人々は子供の成長や家族の健

康を氏神様に祈り、感謝し、親しい者たちで祝いました。現在でも私たちは同じ願いを抱き、

地域によって様々な形で人生儀礼の風習は残っています。人々の暮らしの記録である民

俗学の資料から、神社と関係の深い儀礼を中心に日本人の人生儀礼を紹介します。 

安
産
祈
願

あ
ん
ざ
ん
き
が
ん

（腹
帯

は
ら
お
び

の
祝
い
） 

妊
娠
五
か
月
の
戌 い

ぬ

の
日
に
安
産
を
祈
願
し
て
妊

婦
が
腹
帯
を
つ
け
、
氏
神
様
に
子
供
の
健
康
な

生
育
と
順
調
な
お
産
を
お
祈
り
し
ま
す
。 

 

多
く
の
地
域
で
生
後
三
日
め
の
湯
を
ウ
ブ
ユ
、
ユ
ゾ

メ
、
ミ
ッ
カ
ユ
な
ど
と
呼
び
、
子
供
に
と
っ
て
最
初
の
人

生
の
節
目
で
あ
る
「
三
日
祝
い
」
と
し
て
重
視
し
ま
し

た
。
産
湯
は
、
子
供
の
魂
を
こ
の
世
に
移
行
す
る
際
の
禊

み
そ
ぎ

の
儀
礼
で
あ
り
、
新
た
な
生
命
力
を
身
に
つ
け
る
た
め
の

儀
礼
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
産
湯
の

中
に
塩
や
酒
を
入
れ
る
と
風
邪
を
ひ
か
な
い
と
も
言
わ
れ

ま
し
た
。 

 

産
着
は
、
生
後
三
日
め
に
着
せ
る
も
の
と
し
て
い
る
地

域
が
多
く
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
三
日
衣
装
や
ミ
ツ
メ
ギ

モ
ノ
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
テ
ヌ
キ
、
テ
ト
ホ

シ
、
ソ
デ
ツ
ナ
ギ
、
テ
ツ
ナ
ギ
と
も
呼
ば
れ
、
人
並
み
の

着
物
の
袖
に
手
を
通
す
こ
と
に
意
味
が
あ
り
ま
し
た
。
産

着
に
は
「
背
守
り
」
を
縫
い
付
け
た
り
、
鬱
金

う

こ

ん

染
め
か
白

の
木
綿
の
下
着
に
、
麻
の
葉
模
様
の
着
物
（
女
児
は
赤
、

男
児
は
青
や
黄
色
）
を
着
せ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で

す
。
い
ず
れ
も
魔
除
け
の
意
味
が
あ
り
、
麻
の
葉
に
は
、

麻
の
よ
う
に
す
く
す
く
育
つ
よ
う
に
と
い
う
願
い
も
込
め

ら
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

腹
帯
の
祝
い
は
、
犬
の
お
産
が
軽
く
多
産
で
あ
る
こ

と
に
あ
や
か
り
戌
の
日
に
行
い
ま
し
た
。
妊
婦
の
生
家

か
ら
腹
帯
と
米
と
小
豆
が
送
ら
れ
、
妊
婦
は
産
婆
に
腹

帯
を
巻
い
て
も
ら
い
、
近
親
者
を
招
い
て
赤
飯
を
ふ
る

ま
い
ま
し
た
。
腹
帯
は
「
岩
田
帯
」
や
「
斎
肌

ゆ

は

だ

帯
」
と

言
わ
れ
、
社
寺
で
安
産
祈
願
を
し
た
布
、
棺
に
結
ぶ
縁

の
綱
、
上
棟

じ
ょ
う
と
う

式
の
旗
、
夫
の

褌
ふ
ん
ど
し

な
ど
が
使
わ
れ
ま
し

た
。
帯
の
間
に
熊
の
腸
や
毛
、
蛇
の
抜
け
殻
を
入
れ

る
、
白
布
に
「
犬
」
と
書
く
、
紅
を
指
す
、
鬱
金

う

こ

ん

色
の

布
や
紅
白
の
布
を
重
ね
て
使
う
な
ど
し
ま
し
た
。
腹
帯

を
巻
く
こ
と
で
、
安
産
を
祈
願
す
る
ほ
か
、
胎
児
を
保

護
し
た
り
、
胎
児
の
肉
体
も
霊
魂
も
妊
婦
の
体
内
に

し
っ
か
り
固
定
す
る
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
の

時
か
ら
妊
婦
の

 

＊

産
の
忌 い

み

が
始
ま
る
と
さ
れ
ま
し
た
。 

 神社と人生儀礼。 
― 安産祈願からお葬式まで ― 

＊
産
の
忌 い

み

…
出
産
に
伴
う
儀
礼
は
、
産
の
忌
の
観
念
で
貫
か
れ
て

お
り
、
サ
ン
ビ
、
ア
カ
ビ
、
チ
ブ
ク
な
ど
と
呼
ば
れ
神
に
対
す
る

慎
み
と
し
て
守
ら
れ
ま
し
た
。
忌
は
、
避
け
た
り
忌
み
嫌
う
と

い
っ
た
意
で
は
な
く
、
精
進
潔
斎

し
ょ
う
じ
ん
け
っ
さ
い

の
た
め
に
慎

つ
つ
し

み
、
籠 こ

も

る
と
い

う
意
味
な
の
で
す
。
こ
う
し
た
風
習
は
、
出
産
を
「
神
ご
と
」
と

考
え
る
宗
教
心
に
基
づ
い
て
お
り
、
新
し
い
生
命
の
誕
生
は
自
然

の
神
秘
そ
の
も
の
で
あ
る
ゆ
え
大
き
な
畏
れ

お

そ 

を
抱
き
、
神
意
を
損

な
わ
ぬ
よ
う
務
め
た
の
に
始
ま
る
、
と
も
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 
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初
宮
参
り 

生
後
は
じ
め
て
氏
神
様
に
お
参
り
し
て
子
供
の

健
や
か
な
成
長
を
願
い
ま
す
。 

七
五
三
参
り 

十
一
月
十
五
日
に
五
歳
の
男
子
、
三
歳
、
七
歳
の

女
子
が
神
社
に
お
参
り
を
し
て
神
様
に
成
長
を
感

謝
し
今
後
の
健
や
か
な
成
長
を
祈
願
し
ま
す
。 

 

も
と
も
と
は
男
女
三
歳
の
祝
い
を
「
髪
置

か

み

お

き
」
、
男
子

五
歳
の
祝
い
を
「
袴
着

は

か

ま

ぎ

」
、
女
子
七
歳
の
祝
い
を
「
帯
解

お

び

と

き
」
と
い
い
、
子
供
の
成
長
の
節
目
に
行
っ
た
儀
礼
で
し

た
。
髪
置
き
は
今
ま
で
剃
っ
て
い
た
髪
を
こ
の
日
か
ら
伸

ば
し
始
め
る
儀
式
、
袴
着
は
袴
を
着
け
る
儀
式
、
帯
解
き

は
着
物
の
着
け
紐
を
取
り
帯
に
替
え
る
儀
式
で
す
。
幼
児

が
成
長
し
て
い
く
段
階
ご
と
に
、
そ
の
守
護
を
氏
神
様
に

祈
り
、
社
会
か
ら
も
祝
福
を
受
け
た
の
で
す
。
ま
た
、

「
七
つ
前
は
神
の
う
ち
」
と
言
わ
れ
、
七
歳
前
後
に
氏
神

様
に
詣
で
る
こ
と
で
正
式
に
氏
子
入
り
し
、
は
じ
め
て
社

会
の
一
員
と
し
て
認
め
ら
れ
ま
し
た
。 

 

母
親
の
産
の
忌
明
け
の
一
つ
の
段
階
に
も
あ
た
り
ま

す
。
子
供
に
と
っ
て
は
ウ
ヒ
デ
、
デ
ゾ
メ
、
イ
ダ
シ
ハ
ジ

メ
な
ど
と
い
い
、
産
後
初
め
て
屋
外
に
出
し
、
家
の
神
、

便
所
神
、
竃

か
ま
ど

神
、
井
戸
神
な
ど
を
拝
ま
せ
ま
し
た
。
ま

た
、
子
供
の
命
名
は
七
夜
ま
で
に
す
る
な
ら
わ
し
で
、
命

名
書
は
神
棚
に
供
え
ら
れ
ま
し
た
。 

 

男
児
は
三
十
二
日
め
、
女
児
は
三
十
三
日
め
に
す
る
こ

と
が
多
い
の
で
す
が
、
地
域
に
よ
っ
て
は
、
早
く
て
生
後

七
日
め
や
百
日
を
過
ぎ
る
例
も
あ
り
ま
す
。
子
供
の
幸
せ

な
成
長
を
願
う
と
と
も
に
、
新
し
い
氏
子
と
し
て
社
会
に

認
め
て
も
ら
う
儀
礼
で
も
あ
り
ま
し
た
。
子
供
の
忌
明
け

は
三
十
三
日
、
母
親
の
忌
明
け
は
七
十
五
日
と
言
わ
れ
、

母
親
の
忌
が
明
け
て
い
な
い
た
め
、
地
域
に
よ
っ
て
は
姑

や
産
婆
な
ど
が
子
供
を
抱
い
て
お
参
り
を
し
、
母
親
は
お

宮
参
り
は
鳥
居
ま
で
、
百
日
の
参
り
は
神
前
に
と
さ
れ
ま

し
た
。
ま
た
、
健
康
に
育
つ
よ
う
子
供
の
額
に
鍋
炭
や
紅

で
「
大
」
、
「
犬
」
、
「×

」
な
ど
を
書
い
た
り
、
神
様

に
強
く
印
象
づ
け
よ
う
と
神
前
で
わ
ざ
と
泣
か
せ
て
、
御

加
護
を
祈
る
と
い
う
風
習
も
あ
り
ま
し
た
。 

初
節
句

は
つ
ぜ
っ
く 

生
後
は
じ
め
て
行
う
節
句
の
お
祝
い
事
で
す
。 

 

女
児
は
三
月
、
男
児
は
五
月
の
節
句
を
祝
い
ま
す
。
里

方
や
親
戚
な
ど
か
ら
雛 ひ

な

人
形
や
武
者
人
形
、
幟

の
ぼ
り

が
贈
ら
れ

る
の
で
、
お
返
し
に
招
い
た
り
菱
餅

ひ

し

も

ち

や
粽

ち
ま
き

、
柏
餅

か
し
わ
も
ち

な
ど
を

贈
り
ま
し
た
。
古
く
は
男
女
の
節
句
を
区
別
せ
ず
、
三
月

の
初
節
句
に
初
雛
、
初
天
神
の
泥
人
形
が
贈
ら
れ
、
初
正

月
に
は
男
児
に
は
破
魔
矢
・
弓
を
、
女
児
に
は
羽
子
板
・

手
鞠 ま

り

な
ど
を
贈
り
ま
し
た
。 

お
食
い
初
め 

生
後
百
日
め
に
子
供
に
成
人
と
同
じ
食
事
を
さ
せ

る
儀
式
で
す
。 

 

子
供
を
本
膳
（
一
汁
三
菜
）
に
つ
か
せ
、
赤
飯
を
一

粒
、
あ
る
い
は
菜
を
箸
の
先
に
つ
け
口
元
に
運
び
、
食
べ

さ
せ
る
真
似
を
し
ま
し
た
。
こ
の
儀
式
を
百
日
の
一
粒
食

ヒ
、
ヒ
ト
ツ
ブ
ナ
メ
、
あ
る
い
は
ハ
ガ
タ
メ
、
ハ
シ
ゾ
ロ

エ
、
ハ
シ
ゾ
メ
な
ど
と
い
い
、
赤
子
に
一
粒
で
も
食
べ
さ

せ
る
こ
と
、
成
人
と
同
じ
食
事
を
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ

り
ま
し
た
。
食
膳
に
は
赤
飯
、
焼
き
魚
、
そ
し
て
「
歯
固

め
」
と
い
っ
て
小
石
や
、
干
し
ア
ワ
ビ
、
タ
コ
を
添
え
た

り
し
ま
し
た
。
赤
飯
に
は
子
供
の
枕
に
入
れ
て
お
い
た
小

豆
を
使
っ
た
り
、
魚
に
は
ホ
ウ
ボ
ウ
、
カ
ナ
ガ
シ
ラ
、
イ

シ
モ
チ
な
ど
頭
の
固
い
魚
を
使
っ
た
り
し
ま
し
た
。
「
歯

固
め
」
の
小
石
は
、
氏
神
様
を
祀 ま

つ

る
神
社
の
境
内
で
拾

い
、
子
の
名
前
を
書
い
て
神
社
に
納
め
ま
し
た
。 

お
七
夜 

命
名
式 

生
後
七
日
め
の
お
祝
い
で
す
。
こ
の
日
ま
で
に
子

供
に
命
名
し
て
人
の
世
に
迎
え
入
れ
ら
れ
ま
す
。 

弥生神社では初宮詣の方に、お食

い初めのお椀とスプーンをさしあげ

ています。手づくりの巾着袋でお包

みしています。 
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嫁
入
り
の
当
日
、
茶
椀
に
山
盛
り
の
ご
は
ん
を
嫁
に

食
べ
さ
せ
て
、
家
を
出
る
と
き
茶
碗
を
割
っ
た
り
、
嫁

が
自
家
の
玄
関
先
で
藁
火
を
ま
た
ぐ
な
ど
し
ま
し
た
。

ま
た
、
婿
家
で
嫁
が
松
明
の
火
を
く
ぐ
る
、
炉
の
周
り

を
回
る
な
ど
火
を
強
調
し
た
儀
礼
が
多
く
行
わ
れ
ま
し

た
。
主
婦
と
し
て
竃

か
ま
ど

の
火
を
司
る
こ
と
の
象
徴
と
も

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
他
、
水
、
鍋
蓋
、
草
履
、

傘
を
め
ぐ
る
儀
式
も
み
ら
れ
ま
し
た
。
式
の
多
く
は
婿

の
家
で
行
わ
れ
、
婿
家
の
先
祖
た
ち
に
挨
拶
す
る
こ
と

に
よ
り
、
新
た
に
家
の
成
員
に
な
る
こ
と
を
確
認
し
ま

し
た
。
ま
た
、
夫
婦
固
め
と
し
て
、
新
郎
新
婦
が
同
じ

器
の
高
盛
飯
を
わ
け
て
食
べ
る
な
ど
し
ま
し
た
。 

 

還
暦
は
、
干
支
の
組
み
合
わ
せ
が
生
ま
れ
た
年
と
同
じ
に

な
る
年
で
、
暦
が
一
巡
し
て
還
る
年
で
す
。
還
暦
で
新
た
に

生
ま
れ
変
わ
る
と
さ
れ
、
子
供
が
魔
除
け
の
た
め
に
赤
色
の

産
着
を
着
た
こ
と
か
ら
赤
色
の
頭
巾
や
ち
ゃ
ん
ち
ゃ
ん
こ
を

贈
る
風
習
が
あ
り
ま
す
。
還
暦
以
降
、
七
十
（
古
稀

こ

き

）
・
七

十
七
（
喜
寿

き

じ

ゅ

）
・
八
十
（
傘
寿

さ

ん

じ

ゅ

）
・
八
十
八
（
米
寿

べ

い

じ

ゅ

）
・
九

十
（
卒
寿

そ

つ

じ

ゅ

）
・
九
十
九
（
白
寿
）
、
百
（
百
寿

も
も
じ
ゅ

・
上
寿

じ
ょ
う
じ
ゅ

）
歳

の
年
に
お
祝
い
し
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
年
祝
い
を
行
う

年
齢
を
厄
年
と
し
、
厄
払
い
を
す
る
地
域
も
あ
り
ま
す
。 

葬
式 

人
が
亡
く
な
っ
た
夜
や
翌
晩
に
通
夜
を
行
い
、
死
者

に
付
き
添
い
お
別
れ
を
し
ま
す
。
葬
式
は
ご
遺
体
を

埋
火
葬
し
て
、
死
者
の
霊
魂
を
慰
め
て
送
る
儀
礼
で

す
。
神
道
で
の
葬
式
を
「
神
葬
祭

し

ん
そ

う

さ
い

」
と
い
い
ま
す
。 

成
人
式
（
成
年
式
） 

大
人
の
社
会
へ
の
仲
間
入
り
を
し
て
公
認
を
得
る

儀
式
で
す
。
神
社
を
参
拝
し
て
氏
神
様
に
成
人
に

な
っ
た
こ
と
を
奉
告
し
ま
す
。 

 

現
在
で
は
満
二
十
歳
で
成
年
式
が
行
わ
れ
、
神
社
を
参

拝
し
て
成
人
に
な
っ
た
こ
と
を
氏
神
様
に
奉
告
し
ま
す
。

昔
は
男
子
が
十
五
歳
頃
、
女
子
は
十
三
歳
頃
に
成
年
式
が

行
わ
れ
、
一
人
前
の
社
会
人
と
み
な
さ
れ
ま
し
た
。
公
家

や
武
家
社
会
で
は
、
「
元
服
」
と
い
う
冠
や
烏
帽
子
を
着

用
す
る
儀
礼
が
あ
り
ま
し
た
。
庶
民
の
間
で
も
山
詣
り
や

名
替
え
、
剃
髪
、
結
髪
な
ど
様
々
な
成
年
式
に
関
わ
る
儀

式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
仮
親
を
迎
え
て
実
親
の
下

か
ら
離
れ
る
慣
習
も
広
ま
り
、
村
の
若
者
組
や
女
子
組
へ

の
加
入
が
成
年
式
に
あ
た
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。 

結
婚
式 

神
様
の
計
ら
い
に
よ
っ
て
縁
が
結
ば
れ
た
こ

と
に
感
謝
し
、
互
い
に
尊
敬
し
あ
い
な
が
ら

人
生
を
歩
む
こ
と
を
神
前
に
誓
い
ま
す
。 

年
祝
（
長
寿
の
祝
） 

数
え
年
六
十
一
歳
の
還
暦
か
ら
、
節
目
ご
と
に
家
族

や
親
類
、
友
人
が
長
寿
の
お
祝
い
を
し
ま
す
。 

厄
年
参
り 

人
生
の
折
り
目
で
あ
り
忌
慎
む

い
み
つ
つ
し 

べ
き
と
さ
れ
る
年

に
氏
神
様
に
お
参
り
を
し
て
お
祓
い
を
し
ま
す
。 

 

数
え
（
生
れ
た
年
を
一
歳
と
す
る
）
で
男
性
の
二
十
五
、

四
十
二
、
六
十
一
歳
、
女
性
の
十
九
、
三
十
三
、
三
十
七

歳
が
、
厄
難
が
あ
る
年
と
し
て
忌
慎
む
風
習
が
あ
り
ま

す
。
親
戚
な
ど
を
招
い
て
饗
宴
を
し
た
り
氏
神
様
に
参
っ

て
厄
祓
い
を
し
ま
す
。
地
域
に
よ
っ
て
は
人
生
の
折
り
目

と
な
る
ゆ
え
祝
う
年
と
も
さ
れ
ま
し
た
。
折
り
目
の
年
を

機
に
、
共
同
体
の
神
事
に
携
わ
る
重
要
な
役
を
担
う
こ
と

が
多
い
た
め
物
忌
み
が
要
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

葬
式
で
は
か
つ
て
、
「
野
辺
送
り
」
と
い
う
喪
家
か
ら
葬

儀
場
、
葬
儀
場
か
ら
火
葬
場
ま
で
の
葬
列
が
重
視
さ
れ
、
出

棺
時
に
は
、
死
者
の
使
っ
て
い
た
茶
碗
を
割
っ
た
り
、
座
敷

を
箒
で
掃
き
出
し
た
り
、
目
籠
を
転
が
す
風
習
が
あ
り
ま
し

た
。
戸
外
で
は
仮
門
を
設
置
し
た
り
、
弓
を
射
る
儀
礼
も
行

わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
村
落
に
は
葬
式
を
協
働
で
行
う
葬
式

組
が
あ
り
ま
し
た
。 
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古
今
の
う
た 

「月
を
詠
う
」  

 

＊
神
葬
祭

し
ん
そ
う
さ
い

に
つ
い
て 

 

神
道
で
は
、
人
が
亡
く
な
る
こ
と
を
「
帰
幽
」
と
よ
び
、

「
帰
幽
奉
告
の
儀
」
「
枕
直
し
の
儀
」
「
納
棺
の
儀
」
が
家
庭

で
行
わ
れ
ま
す
。
枕
直
し
の
儀
で
は
、
頭
を
北
も
し
く
は
部
屋

の
上
位
に
向
け
て
安
置
し
、
し
ば
ら
く
し
て
納
棺
を
行
い
、
神

様
に
帰
幽
し
た
こ
と
を
奉
告
し
ま
す
。 

 

そ
の
後
、
神
職
の
奉
仕
に
よ
り
、
通
夜
祭
、
遷
霊

せ

ん

れ

い

祭
（
霊
璽

*

れ
い
じ

に
御
霊

み

た

ま

を
遷 う

つ

し
留
め
る
）
、
発
柩

は
っ
き
ゅ
う

祭
、
葬
場
祭
、
埋
葬
祭
、

帰
家

き

か

祭
な
ど
が
行
わ
れ
ま
す
。
斎
場
は
清
浄
に
保
た
れ
、
神
饌

し

ん

せ

ん

を
供
え
て
玉
串

た

ま

ぐ

し

（
榊
）
を
捧
げ
、
祭
詞
に
よ
っ
て
祈
念
し
ま

す
。 

 

そ
し
て
帰
幽
の
日
か
ら
十
日
、
二
十
日
～
五
十
日
と
十
日
ご

と
の
節
目
に
、
霊
前
と
墓
前
に
お
い
て
祭
儀
を
行
い
ま
す
。
と

く
に
五
十
日
祭
は
、
忌
み
明
け
を
意
味
す
る
重
要
な
儀
礼
と
な

り
ま
す
。 

 

＊
霊
璽

*

れ
い
じ 

…
「
御
霊
代

み
た
ま
し
ろ

」
と
も
い
わ
れ
故
人
の
御
霊
が
宿
る
依
代

よ
り
し
ろ

で

す
。
仏
式
で
い
う
位
牌
に
あ
た
り
ま
す
。
神
道
で
は
霊
璽
に
故
人
の
御

霊
を
移
し
て
家
庭
で
祀
る
こ
と
に
よ
り
、
故
人
や
先
祖
は
守
護
神
と
な

り
、
子
孫
を
守
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。  

【
参
考
文
献
】 

大
塚
民
俗
学
会
編
『
日
本
民
俗
事
典
』
（
弘
文
堂
）/

 

國
學
院
大
學
日

本
文
化
研
究
所
編
『
神
道
辞
典
』
（
弘
文
堂
）/

 

倉
石
あ
つ
子
・
小
松

和
彦
・
宮
田
登
編
『
人
生
儀
礼
事
典
』
（
小
学
館
）/

 

谷
口
貢
・
板
橋

春
夫
編
著
『
日
本
人
の
一
生 

通
過
儀
礼
の
民
俗
学
』
（
八
千
代
出

版
）/

 

飯
島
吉
晴
、
宮
前
耕
史
、
関
沢
ま
ゆ
み
著
『
日
本
の
民
俗
８ 

成
長
と
人
生
』
（
吉
川
弘
文
館
）/

 

八
木
透
編
『
日
本
の
通
過
儀
礼
』

（
思
文
閣
出
版
）
他 

ひ
さ
か
た
の
天 あ

ま

照
る
月
は
神
代

か

み

よ

に
か
出
で
か
へ
る
ら
む
年
は
経 へ

に
つ
つ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

『
万
葉
集
』 

巻
第
七 

雑
歌 

一
〇
八
〇 

【
口
語
訳
】
空
に
照
る
月
は
、
神
代
の
昔
に
戻
っ
て
出
て
く 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

る
の
だ
ろ
う
か
。
時
は
過
ぎ
て
行
く
け
れ
ど
も
。 

【
註
釈
】
月
は
日
々
に
神
代
に
帰
る
か
ら
こ
そ
、
時
は
過
ぎ
て
も

月
光
は
万
古
不
易
な
の
か
と
詠
う
。 

 
 
 
 
 
 

佐
竹
昭
広 

他 

校
注
『
万
葉
集
（
二
）
』
岩
波
文
庫
よ
り 

し
ば
ら
く
は
息
つ
め
て
遠
き
も
の
を
恋
う
櫻
の
上
の
赤
く
圓 ま

る

き
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高
安
国
世
『
砂
の
上
の
卓
』
（
昭
和
三
十
二
） 

人
間
の
夢
を
聚 あ

つ

め
て
空
に
照
る
遠
き
世
に
生 あ

れ
い
ま
を
澄
む
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

来
嶋
靖
生
『
月
』
（
昭
和
五
十
一
） 

さ
や
け
さ
を
地
に
盈 み

た
し
つ
つ
く
つ
き
り
と
寒
月
が
あ
り
唯
寒
月
が 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

槇 

弥
生
子
『
君
な
ら
ど
う
す
る
』
（
平
成
十
五
） 

月
の
暈 か

さ

に
じ
む
夜
更
け
を
歩
み
つ
つ
明
日
の
わ
れ
に
い
ま
だ
逢
わ
ず
も 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 

高
野
公
彦
『
甘
雨
』
（
平
成
十
八
） 

あ
あ
空
に
客
人

ま
れ
び
と

の
や
う
な
月
が
ゐ
て
念
仏
踊
り

エ

イ

サ

ー

を
舞
ふ
影
を
照
ら
せ
り 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 

渡 

英
子
『
レ
キ
オ 

琉
球
』
（
平
成
十
七
） 

 今日の社務猫 

きーこ（娘） 
ちょろ（母） 

な
に
か
と
忙

し
い
け
ど
見

か
け
た
ら
声

を
か
け
て
く

だ
さ
い
。 
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総
代
さ
ん
よ
り 

 8月31日 

 バーベキュー大会 

小
さ
い
頃
の
思
い
出
と
神
社
へ
の
思
い  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

井
上
久
夫 

先
輩
の
地
域
総
代
か
ら
総
代
の
引
き
継

ぎ
を
お
願
い
さ
れ
、
あ
っ
と
い
う
間
に
七
年
が

経
と
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
間
、
役
員
や

氏
子
の
皆
さ
ん
に
支
え
ら
れ
、
私
な
り
に
神

社
に
少
し
貢
献
で
き
た
の
で
は
と
思
って
い
ま

す
。
私
の
モ
ッ
ト
ー
は
人
を
一
人
で
も
多
く

知
り
、
良
い
繋
が
り
を
持
つ
こ
と
で
す
。
そ
れ

を
自
分
の
宝
と
し
て
い
ま
す
。
弥
生
神
社
を

通
じ
て
、
宮
司
様
を
は
じ
め
い
ろ
い
ろ
な
仲

間
と
の
良
い
出
会
い
が
あ
り
、
心
よ
り
感
謝

を
し
て
い
ま
す
。 

 

小
学
生
の
頃
の
思
い
出
と
し
て
、
私
の
家
は

国
分
南
の
果
て
で
あ
り
、
弥
生
神
社
を
と
て

も
遠
く
に
感
じ
て
い
ま
し
た
。
昭
和
二
十
七

年
頃
の
こ
と
で
す
。
弥
生
神
社
に
行
く
の

は
、
例
大
祭
の
時
く
ら
い
で
し
た
。
神
社
近

く
の
同
級
生
を
誘
い
親
か
ら
五
十
円
の
小

遣
い
を
貰
い
、
喜
ん
で
出
か
け
ま
し
た
。
当

時
の
夜
店
は
、
当
て
く
じ
、
ブ
リ
キ
製
の
お

も
ち
ゃ
、
綿
菓
子
、
金
魚
す
く
い
、
ヨ
ウ
ヨ
ウ

釣
り
等
が
中
心
で
し
た
。
夜
に
な
る
と
夜
店

の
明
か
り
取
り
に
、
あ
ち
こ
ち
で
カ
ー
バ
イ

ト
ガ
ス
灯
の
鼻
の
つ
く
よ
う
な
臭
い
が
し
た
の

を
今
で
も
よ
く
覚
え
て
い
ま
す
。 

 

時
々
、
夕
食
を
済
ま
せ
て
か
ら
父
に
連

れ
ら
れ
、
小
田
急
線
、
相
鉄
線
の
上
に
か

か
る
並
木
橋
に
行
っ
た
も
の
で
す
。
橋
の
木

の
欄
干
に
囃
子
太
鼓
を
括
り
付
け
、
大
山

の
方
に
向
か
っ
て
、
父
の
指
導
の
も
と
、
国

分
青
年
団
の
人
た
ち
が
一
生
懸
命
練
習

さ
れ
て
い
る
の
を
、
夕
涼
み
が
て
ら
見
学
し

て
い
ま
し
た
。
今
に
な
っ
て
思
う
と
、
こ
の
場

所
は
当
時
、
真
夏
で
も
風
通
し
が
良
く
て

蚊
も
お
ら
ず
、
近
所
に
家
も
少
な
い
の
で

気
持
ち
よ
く
太
鼓
を
叩
け
、
囃
子
の
練
習

に
は
適
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。 

今
、
私
が
思
う
こ
と
は
、
弥
生
神
社
に

も
っ
と
崇
敬
者
の
方
々
が
参
拝
し
て
頂
け

る
よ
う
に
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
霊
験

あ
ら
た
か
な
と
こ
ろ
へ
お
参
り
す
る
の
も
一

つ
の
や
り
方
で
は
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
ま

ず
は
地
元
の
神
社
に
参
拝
し
て
氏
神
様
、

鎮
守
様
に
挨
拶
す
る
の
が
基
本
だ
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
に
は
、
も
っ
と
親
し
み
や
す
く

気
楽
に
崇
敬
者
が
参
拝
で
き
る
神
社
に
し

た
い
も
の
で
す
。
例
大
祭
や
初
詣
等
の
中

に
、
将
来
ま
で
続
い
て
残
っ
て
い
く
弥
生
神

社
ら
し
い
メ
イ
ン

行
事
が
で
き
な
い

も
の
か
と
思
っ
て
い

ま
す
。
役
員
だ
け

で
な
く
、
地
域
の

皆
様
の
御
協
力

を
こ
れ
か
ら
も
よ

ろ
し
く
お
願
い
致

し
ま
す
。 

境
内
の
菊
は
総
代
さ
ん
が
育

て
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。 

 5月13～15日 参拝旅行 

真清田
ま す み だ

神社（愛知)･水無神社
み な し   

（岐阜）      

     長野縣護國
けんごこく

神社 
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   仙台・気仙沼市  

      参拝旅行  
 

津
波
で
流
さ
れ
新
た
な
社
殿
に
な
っ
た
気
仙
沼
市
の
一
景
島
神

社
、
そ
し
て
紫
神
社
を
参
拝
。
紫
神
社
は
、
震
災
直
後
か
ら
一
五
〇

名
程
の
方
が
避
難
し
、
七
か
月
二
十
日
間
の
避
難
生
活
を
送
ら
れ
ま

し
た
。
三
自
治
体
が
九
つ
の
係
を
分
担
し
、
運
営
し
た
そ
う
で
す
。

こ
こ
で
避
難
生
活
を
し
た
方
々
が
始
め
た
仮
設
の
商
店
街
が
「
南
町

紫
市
場
」
で
す
。
紫
神
社
境
内
に
あ
る
事
務
所
で
、
菅
原
宮
司
様
と

商
店
街
の
副
理
事
坂
本
正
人
さ
ん
よ
り
お
話
を
伺
い
、
紫
市
場
に
て

昼
食
。
美
味
し
い
気
仙
沼
の
味
を
頂
き
ま
し
た
。 

 

宮
城
県
の
神
社
の
宮
司
様
は

じ
め
皆
様
に
大
変
お
世
話
に
な

り
、
学
び
多
い
旅
行
と
な
り
ま

し
た
。
宮
城
県
内
の
被
災
地
の

状
況
を
少
し
で
も
知
る
と
と
も

に
、
地
域
や
神
社
に
お
け
る
備

災
に
つ
い
て
意
識
を
高
め
る
貴

重
な
機
会
と
な
り
ま
し
た
。 

 

翌
朝
、
市
内
を
走
る
バ
ス
車
内
で
気
仙
沼
市
八
幡
神
社
の

山
内
宮
司
様
よ
り
津
波
に
よ
る
被
害
状
況
な
ど
の
御
説
明
を

い
た
だ
き
な
が
ら
、
南
三
陸
の
本
吉
町
小
泉
地
区
へ
。
小
雨

降
る
中
八
幡
神
社
を
参
拝
し
、
宮
司
様
よ
り
参
加
者
全
員

に
、
御
自
身
が
奉
製
さ
れ
た
有
難
い
御
札
を
お
分
け
頂
き
ま

し
た
。
そ
の
後
、
高
台
の
小
泉
小
学
校
を
訪
問
し
、
町
全
体

を
見
渡
し
な
が
ら
、
小
泉
地
区
の
方
よ
り
震
災
当
日
の
様
子

や
復
興
の
現
状
な
ど
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。 

＊
前
号
で
ご
案
内
し
ま
し
た
参
拝
旅

行
の
報
告
で
す
。 

 

五
月
二
十
一
日
か
ら
二
十
三
日
、

神
奈
川
県
神
社
庁
相
模
中
央
支
部
と

氏
子
総
代
会
の
主
催
で
、
仙
台
、
気

仙
沼
市
を
四
十
名
の
参
加
者
が
訪

問
。
当
社
か
ら
は
神
職
、
氏
子
総
代

六
名
が
参
加
し
ま
し
た
。 

 

仙
台
市
の
大
崎
八
幡
宮
に
て
正
式
参
拝
。
国

宝
の
社
殿
内
部
の
重
厚
さ
、
彫
刻
の
素
晴
ら
し

さ
に
息
を
の
み
ま
し
た
。
小
野
目
宮
司
様
よ

り
、
当
社
の
歴
史
や
建
築
に
つ
い
て
御
説
明
い

た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
大
崎
八
幡
宮
さ
ん
は

震
災
直
後
か
ら
現
在
も
神
社
を
あ
げ
て
東
北
被

災
地
の
神
社
へ
の
復
興
支
援
に
積
極
的
に
取
り

組
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
御
活
動
に
つ
い
て
伺

い
、
い
ま
だ
被
災
地
の
神
社
に
お
け
る
復
興
が

厳
し
い
状
況
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
ま
し
た
。 

 

「しおがま・みなと復興市場」

その後、塩釜神社を参拝 

紫神社にて坂本さんのお話を伺う 気仙沼湾 岩井崎で海辺を散策 

本吉町 八幡神社を参拝 気仙沼市 紫神社を参拝 

気
仙
沼
市
の
「
南
三
陸
ホ
テ
ル
観
洋
」
に
宿

泊
。
懇
親
会
に
は
、
南
三
陸
小
泉
地
区
に
鎮
座

す
る
八
幡
神
社
の
山
内
宮
司
御
夫
妻
に
も
御
参

加
頂
き
、
日
本
舞
踊
歴
三
十
年
と
い
う
奥
様
に

素
晴
ら
し
い
舞
踊
を
ご
披
露
い
た
だ
き
ま
し

た
。
衣
装
な
ど
全
て
流
さ
れ
、
震
災
後
に
一
度

は
断
念
し
た
そ
う
で
す
が
、
宮
司
様
の
励
ま
し

も
あ
り
復
帰
さ
れ
た
そ
う
で
す
。 

仙台市 大崎八幡宮を参拝 

東北の神社と祭り 

一
景
島
神
社
・
紫
神
社
参
拝 

 

南
町
紫
市
場
訪
問 

八
幡
神
社
参
拝 

 

小
泉
地
区
訪
問 

大
崎
八
幡
宮
参
拝 
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七
月
二
十
一
日
海
の
日
に
、

福
島
県
い
わ
き
市
小
名
浜
の

「
ア
ク
ア
マ
リ
ン
ふ
く
し
ま
」

に
て
、
東
日
本
大
震
災
「
慰
霊

祭
」
と
、
慰
霊
鎮
魂
な
ら
び
に

復
興
祈
願
の
「
千
度
大
祓
」
が
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。 

 

い
わ
き
「
大
祓
」
の
会
の
皆
さ
ん
の
主
催
で
、
四
回
め
と
な

る
「
千
度
大
祓
」
。
宮
城
県
を
中
心
に
全
国
か
ら
集
ま
っ
た
百

名
の
神
職
と
参
列
者
に
よ
り
大
祓
詞
十
巻
を
奏
上
し
ま
し
た
。

弥
生
神
社
神
職
も
、
心
を
込
め
て
御
奉
仕
し
て
参
り
ま
し
た
。

今
年
も
と
も
に
奉
仕
し
た
、
國
學
院
大
學
の
神
職
を
目
指
す
四

十
数
名
の
学
生
さ
ん
た
ち
の
姿
が
心
強
く
、
慰
霊
と
復
興
へ
の

思
い
が
次
の
世
代
ま
で
引
き
継
が
れ
る
こ
と
を
願
い
ま
し
た
。 

 

そ
し
て
慰
霊
祭
で
は
、
浪
江

町
請
戸
の
「
田
植
え
踊
り
」
が

奉
納
さ
れ
ま
し
た
。
震
災
前
は

町
の
鎮
守
苕 く

さ

野
神
社
に
毎
年
奉

納
さ
れ
て
い
た
踊
り
で
、
現
在

も
続
く
避
難
生
活
の
中
、
町
の

人
た
ち
の
保
存
活
動
に
よ
っ
て

守
り
通
さ
れ
ま
し
た
。
会
場
全

体
が
子
供
た
ち
の
一
生
懸
命
な

謡
や
踊
り
を
見
守
り
、
温
か
な

空
気
に
包
ま
れ
ま
し
た
。 

   
東
日
本
大
震
災 

 
 
 

慰
霊

い

れ

い

祭 

・ 

千
度
大
祓

お
お
は
ら
へ 

 
 

九
月
八
日
、
気
仙
沼
市
本
吉
町
八
幡
神
社
さ
ん
の
例
祭
が
斎
行
さ
れ
ま
し

た
。
御
社
殿
で
の
静
か
で
厳
か
な
神
事
の
後
、
神
輿
の
宮
出
し
が
行
わ
れ
、

本
神
輿
を
含
め
て
三
基
と
、
東
京
の
大
宮
八
幡
宮
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
子
供
神

輿
一
基
が
、
境
内
の
あ
る
丘
を
下
り
町
を
渡
御
し
ま
し
た
。
小
泉
川
沿
い
で

は
例
年
通
り
に
、
小
泉
地
区
の
主
産
業
の

一
つ
で
あ
る
鮭
漁
の
繁
栄
を
願
う
神
事
が

行
わ
れ
、
川
の
水
と
鮭
が
供
え
ら
れ
、
養

殖
場
の
方
々
な
ど
地
元
の
方
が
次
々
と
榊

を
捧
げ
祈
り
ま
し
た
。 

 

子
供
神
輿
を
担
ぐ
中
学
生
の
鮮
や
か
な

法
被
、
神
輿
を
先
導
す
る
太
鼓
や
本
格
的

な
獅
子
舞
は
彼
ら
自
身
の
発
案
。
生
き
生

き
と
舞
い
、
苦
労
し
な
が
ら
も
元
気
に
神

輿
を
担
い
で
い
ま
し
た
。
地
元
の
方
々
の

声
援
を
受
け
な
が
ら
小
泉
小
学
校
の
急
坂

を
掛
け
声
と
と
も
に
担
ぎ
登
り
、
き
ゃ
ー

と
逃
げ
る
小
さ
な
子
供
た
ち
を
獅
子
の
頭

で
噛
ん
で
ま
わ
る
姿
も
。
「
楽
し
い
」
と

満
面
の
笑
み
で
し
た
。
見
守
る
皆
さ
ん
も

笑
顔
と
活
気
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

小
学
校
の
敷
地
に
は
、
本
格
的
な
仮
設

舞
台
が
設
置
さ
れ
、
華
や
か
に
飾
ら
れ
た

出
店
も
並
び
、
夕
方
に
は
演
芸
大
会
が
催

さ
れ
大
盛
り
上
が
り
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

震
災
後
、
年
々
賑
や
か
に
盛
り
上
が
っ
て

き
た
の
は
、
「
始
め
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

人
た
ち
が
多
く
関
わ
っ
た
が
、
今
は
地
元

の
人
た
ち
が
ど
ん
ど
ん
頑
張
る
よ
う
に

な
っ
た
か
ら
」
と
い
う
地
元
の
方
の
言
葉

に
は
説
得
力
が
あ
り
、
印
象
的
で
し
た
。  

 

気
仙
沼
市
本
吉
町 

 
  

 

八
幡
神
社
例
祭 

東北の神社と祭り 
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本
を
読
む
。 

小河洋友 

（東京都内図書館勤務） 

出産祝い、お宮参り、お食い初め、初節句、七五三…

生まれてから入学まで成長とともに、その幸せに感

謝。赤ちゃんが誕生してから、小学校入学までの行

事・お祝いごとを、楽しいイラストとともに紹介してい

ます。子どもと楽しむ年中行事も掲載。 

 
人生の一大事「結婚式」。いま、私たちは、なにを願っ

て結婚式を行なうのでしょうか。結婚式という儀礼

文化の変容をあつかいながら、私たちの幸せのかた

ちの変化を考察しています。結婚式の意味を、宗教

社会学の立場から捉えなおした一冊。 

江戸の結婚はどのようなものだったのか? 武家や商

家、農村の縁組は、どのようにすすめられたのか? 女

房となったその後の結婚生活は? 画と文で江戸の結

婚のかたちと意味を紹介しています。 

 
「人生儀礼」を考える 
 
今回は日本の人生儀礼に

関する図書をご紹介しま

す。子供のお祝い事を楽

しく学べるものから、人

生の掉尾
ちょうび

を飾る葬式の意

義を考察するものまでを

集めてみました。 

おめでとう! 

 

赤ちゃんのお祝い・

子どものお祝い  
 

 

金園社企画編集部／編

金園社  

2008年2月 

命名、お宮参り、ひなまつり、子どもの日、七五三、

入園・入学など、一生に一度のお祝い事のしきたり

とマナーを、イラストとともに解説しています。巻

末には子どもの成長・健康を祈願する全国の神社

一覧表を掲載。 

赤ちゃん・子どもの 

 

祝いごと歳時記 
 

 

 

伊藤 美樹／絵  

生活たのしみ隊／編 

成美堂出版  

2014年1月 

お江戸の結婚 
 

 
 

菊地 ひと美／画・文 

三省堂 

2011年7月 

結婚式  

幸せを創る儀式  
  

NHKブックス1049 

 
 
石井 研士／著 

日本放送出版協会 

2005年12月 

お葬式  
 死と慰霊の日本史  

 

 
新谷 尚紀／著 

吉川弘文館 

2009年2月 

葬式・墓・慰霊をキーワードに、各地の多様な習俗・弔

い方・死生観をたどり、死への向き合い方をやさしく

語る、葬式の日本史。誰にでもやがて訪れる死を日

本人はいかに考え、死者をどのように葬ってきたのか

を考察しています。 
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平
成
二
十
四
年
に
行
わ
れ
た
祝
島
の
「
神
舞
」
。
そ
の
準
備
は
半
年
前
か
ら
本

格
化
す
る
と
い
う
。
な
か
で
も
仮
神
殿
の
設
営
は
祭
準
備
で
最
大
の
大
仕
事
。
島

人
総
出
で
行
わ
れ
る
。
大
柱
以
外
の
柱
、
竹
、
茅
、
葛
な
ど
は
す
べ
て
祝
島
の
山

か
ら
切
り
出
さ
れ
る
。
釘
は
使
わ
ず
、
材
は
葛
で
結

び
固
定
す
る
。
屋
根
や
側
壁
に
使
う
茅
は
、
二
月
に

刈
っ
て
干
し
、
島
民
が
区
ご
と
に
集
ま
っ
て
苫
編
み

を
す
る
。
仮
神
殿
に
使
わ
れ
る
小
縄
と
島
全
戸
を
結

ぶ
し
め
縄
も
、
藁
を
打
っ
て
柔
ら
か
く
す
る
と
こ
ろ

か
ら
一
本
ず
つ
作
る
。
神
殿
を
飾
る
切
り
飾
り
は
、

十
六
の
神
様
の
形
に
切
り
出
す
。
一
枚
に
三
十
分
か

ら
一
時
間
を
超
え
る
も
の
も
あ
る
。
お
話
を
伺
っ
た

神
舞
奉
賛
会
会
長
の
橋
部
さ
ん
に
よ
る
と
、
仮
神
殿

の
設
営
に
は
多
大
な
労
力
が
が
か
か
る
た
め
、
体
育

祭を旅する 

山
口
県
上
関
町
祝
島 

「神
舞
」③ 

 

～
大
歳
社
の
仮
神
殿
～ 

４ 

写真５：大歳社の鳥居。伝承通り、椿の枝と竹が付けられる。額は、栗、ヤ  
イナリ、大角豆、大豆、小豆の五穀で飾られている。一粒一粒付けるため2
か月かかるという。立札には「…仁和三年八月、大歳御祭神を勧請の際、伊
美別宮社から授かった種子が今もこうして残り、種戻し祭事も、絶える事な
く行われています。 神舞奉賛会」と書いてある。 

 

写真１：仮神殿内の切り飾り 

３：仮神殿内で行われる鎮座祭 

２：仮神殿『周防祝島の神舞神事』より 

１ 

２ 

３ 

館
な
ど
を
使
う
案
も
出
た
そ
う
だ
が
、
島
の
人
た
ち
の
意
向
で
作
り
続
け
る
こ

と
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
の
代
案
の
話
に
及
ぶ
と
、
同
席
し
て
い
た
島
の
方
が

強
く
「
だ
め
だ
め
」
と
首
を
振
っ
て
い
た
の
が
、
強
く
印
象
に
残
っ
て
い
る
。 

 

平
成
二
十
六
年
現
在
、
島
の
人
口
は
四
百
四
十
五
人
、
う
ち
七
十
五
歳
以
上

が
五
十
％
以
上
を
占
め
る
。
高
齢
化
に
よ
り
、
祭
の
継
続
に
は
課
題
が
多
い

が
、
神
舞
は
島
の
人
た
ち
に
元
気
を
与
え
て
い
る
と
い
う
。
「
祝
島
神
舞
」
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、
協
力
し
な
が
ら
の
準
備
作
業
は
島
民
に
と
っ
て
「
せ
え

が
え
い
」
こ
と
、
や
り
甲
斐
が
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
作
業
を

通
し
て
島
民
の
結
束
が
強
ま
り
、
技
術
が
伝
承
さ
れ
て
い
く

と
あ
る
。
そ
し
て
次
の
言
葉
に
島
民
に
と
っ
て
の
神
舞
と
い

う
存
在
の
意
味
が
集
約
さ
れ
て
い
る
―
「
島
民
が
神
舞
を
支

え
、
神
舞
と
い
う
お
祭
り
が
祝
島
を
支
え
て
い
る
」
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

＊
こ
の
連
載
は
、
平
成
二
十
二
、
二
十
四
年
の
祝
島
訪
問
時
の
聴
き

取
り
と
、
以
下
の
文
献
等
を
も
と
に
執
筆
し
ま
し
た
。
（
権
） 

【
参
考
】
祝
島
神
舞
奉
賛
会
監
修
『
祝
島 

神
舞 

２
０
０
０
』
、

山
口
県
文
化
財
愛
護
協
会
発
行
『
周
防
祝
島
の
神
舞
行
事
』
（
昭
和

五
十
三
）
、
祝
島
神
舞
奉
賛
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
祝
島
神
舞
」 

 

八
月
十
八
日
神
舞
当
日
、
「
入
船
行
事
」
（
連
載
第
一
回
で
紹
介
）
の
の
ち
、

シ
ャ
ギ
リ
隊
の
先
導
で
大
分
県
伊
美
別
宮
社
一
行
は
、
大
歳
社
仮
神
殿
に
向
か
っ

て
参
進
し
、
鎮
座
祭
（
着
御
祭
）
が
行
わ
れ
る
。
そ
し
て
四
日
間
に
わ
た
り
、
岩

戸
神
楽
に
始
る
三
十
三
種
類
の
神
楽
舞
が
次
々
と
奉
納
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。 

５ 

４ 

４：堂々と神楽を舞う子太夫 

第３回
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先人の祈りの跡をたどって 

 シリーズ祭祀遺跡 

   鳥越道臣  

第
三
回 

 

神 み

坂 さ
か

峠
と
う
げ

遺
跡 

 

「
神
坂
峠
遺
跡
」
は
、
長
野
県
下
伊
那
郡
阿
智

村
、
標
高
一
五
六
九
メ
ー
ト
ル
の
神
坂
峠
に
あ
る
古

墳
時
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
祭
祀
遺
跡
で
あ
る
。 

 

木
曽
山
脈
の
南
部
、
長
野
県
下
伊
那
郡
阿
智
村
と

岐
阜
県
中
津
川
市
の
境
界
に
位
置
す
る
神
坂
峠
は
、

『
古
事
記
』
に
「
科
野
之
坂

し

な

の

の

さ

か

」
、
『
日
本
書
記
』
に

「
信
濃
坂
」
と
記
さ
れ
、
古
く
か
ら
、
信
濃
と
美
濃

を
結
ぶ
古
代
東
山
道
の
要
所
と
し
て
、
ま
た
、
東
山

道
随
一
の
難
所
と
し
て
知
ら
れ
た
峠
で
あ
る
。 

 

『
続
日
本
紀
』
に
「
美
濃
信
濃
二
国
之
堺
、
径
道

険
隘
、
往
還
艱
難
」
と
あ
る
よ
う
、
神
坂
峠
を
越
え

る
道
の
り
は
、
急
峻
で
長
く
、
雷
雨
や
降
雪
な
ど
の

天
災
も
加
わ
り
、
過
去
に
多
く
の
旅
人
が
命
を
落
と

し
、
そ
の
様
子
が
『

凌
雲
集

り
ょ
う
う
ん
し
ゅ
う

』
『
叡
山
大
師
伝

え
い
ざ
ん
だ
い
し
で
ん

』

『
類
聚
三
大
格

る
い
じ
ゅ
う
さ
ん
だ
い
か
く

』
『
今
昔
物
語
』
な
ど
多
く
の
古

典
に
記
さ
れ
、
「
荒
ぶ
る
神
の
坐
す
峠
」
す
な
わ

ち
、
「
神
の
御
坂
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

古
来
、
わ
が
国
で
は
、
山
岳
・
河
川
・
海
洋
・
樹

木
・
巨
岩
な
ど
の
自
然
物
に
は
、
神
が
宿
る
と
信

じ
、
祀
り
を
執
り
行
い
、
さ
ら
に
、
峠
や
河
川
越
え

の
難
所
に
は
、
荒
ぶ
る
神
が
居
て
、
転
落
や
落
石
、 

【
参
考
文
献
】 

雷
雨
や
降
雪
な
ど
の
災
難
は
、
神
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
と
考

え
、
人
々
は
神
の
怒
り
に
触
れ
ぬ
よ
う
、
祭
具
を
手
向
け
、
旅
の
安

全
を
祈
願
し
た
。 

 

ち
は
や
ぶ
る 

神
の
御
坂
に 

幣
ま
つ
り 

斎
ふ
い
の
ち
は 

母 
 

 

 

父
が
た
め 

(

神
の
御
坂
に
幣
を
た
て
ま
つ
り
、
命
の
無
事
を
祈
る
の
は
、
母
と
父
の 

た
め) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『
万
葉
集
』
巻
二
十 

  

こ
れ
は
、
天
平
勝
宝
七(

七
五
五)

年
、
防
人
と
し
て
筑
紫
に
派
遣

さ
れ
た
埴
科

は
に
し
な

郡
の
主

帳

し
ゅ
ち
ょ
う

、
神
人
部
子
忍
男

か
ん
と
べ
の
こ
お
し
お 

が
、
神
坂
峠
を
越
え
る

際
に
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
人
々
は
、
神
坂
峠
越
え
に
際
し
、
鏡
・
剣
・
玉
な
ど

の
宝
器
を
模
し
た
石
製
模
造
品
を
つ
く
り
、
祭
具
と
し
て
奉
献
し
、

峠
神
に
対
し
、
旅
の
安
全
を
祈
願
し
た
。
そ
う
し
た
人
々
に
よ
っ
て

残
さ
れ
た
祈
り
の
跡
が
、
い
わ
ゆ
る
「
神
坂
峠
遺
跡
」
で
あ
る
。 

 

近
年
に
な
り
、
考
古
学
者
の
鳥
居
龍
蔵
や
、
下
伊
那
誌
編
纂
会
に

よ
る
考
古
資
料
の
採
集
に
よ
っ
て
、
神
坂
峠
遺
跡
が
全
国
的
に
も
類

例
の
な
い
「
荒
ぶ
る
神
」
へ
の
祭
祀
遺
跡
で
あ
る
こ
と
が
実
証
さ
れ

る
と
、
こ
れ
を
受
け
て
、
昭
和
四
十
三
年
、
阿
智
村
教
育
委
員
会
に

よ
っ
て
、
本
格
的
な
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

 

発
掘
調
査
で
は
、
峠
の
頂
部
の
平
坦
面
で
、
礫 れ

き

を
積
み
上
げ
て
構

築
し
た
直
径
約
四
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
約
一
メ
ー
ト
ル
の
積
石
塚
や
、

古
墳
時
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
土
器
や
陶
器
、
白
銅
鏡
・
鉄
鏃

て
つ
ぞ
く

・

鉄
斧

て
つ
お
の

・
刀
子
・
槍

鉋

や
り
が
ん
な

・
環
な
ど
の
金
属
製
品
、
勾
玉

ま
が
た
ま

・
管
玉

く
が
た
ま

・

棗

玉

な
つ
め
た
ま

・
臼
玉
・
ガ
ラ
ス
小
玉
な
ど
の
玉
類
、
鏡
形
・
刀
子
形
・
鎌

形
・
斧
形
・
馬
形
・
剣
形
・
円
盤
形
の
石
製
模
造
品
が
数
多
く
発
見

さ
れ
、
当
時
の
峠
祭
祀
の
実
態
が
明
ら
か
と
な
り
、
神
坂
峠
の
由
緒

が
改
め
て
見
直
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

 

こ
の
と
き
の
調
査
成
果
は
、
翌
年
、
昭
和
四
十
四
年
に
発
掘
調
査

報
告
書
『
神
坂
峠
』
に
ま
と
め
ら
れ
、
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、 

遺
跡
は
、
昭
和
四
十
七
年
に
全
国
初
の
峠
祭
祀
遺
跡
と
し

て
長
野
県
史
跡
に
指
定
さ
れ
、
昭
和
五
十
六
年
に
は
国
史

跡
に
指
定
さ
れ
た
。 

 

大
場
磐
雄
『
神
坂
峠
』
阿
智
村
教
育
委
員
会
、
昭
和
四
十
四(

一

九
六
九)

年
三
月
二
十
日
発
行 

 

市
澤
英
利
『
東
山
道
の
峠
の
祭
祀
・
神
坂
峠
遺
跡
』
シ
リ
ー
ズ

「
遺
跡
を
学
ぶ
」
〇
四
四
、
株
式
会
社
新
泉
社
、
平
成
二
十(

二

〇
〇
八)

年
三
月
十
五
日
発
行 

 

＊
写
真
は
大
場
磐
雄
『
神
坂
峠
』
阿
智
村
教
育
委
員
会
よ
り
転
載  
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編
集
後
記 

銀
杏
の
葉
が
色
づ
き
、お
子
様
た
ち
の
晴
れ
着
も

鮮
や
か
に
、境
内
が
華
や
ぐ
季
節
に
な
り
ま
し
た
。
前
号
の
感
想

を
頂
い
た
り
、執
筆
者
の
方
々
か
ら
素
晴
ら
し
い
原
稿
が
届
く
た

び
栄
養
を
頂
き
、よ
う
や
く
第
三
号
の
発
行
と
な
り
ま
し
た
。
ご

協
力
頂
い
た
皆
様
に
心
よ
り
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。  

 

安
産
祈

願
か
ら
お
葬
式
ま
で
、人
生
儀
礼
を
み
わ
た
す
と
、神
様
へ
の
感

謝
や
祈
り
が
、些
細
な
行
為
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
込
め
ら
れ
形
と

な
り
、御
先
祖
か
ら
今
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
だ
と
、感
動
を
覚

え
ま
し
た
。
ま
た
、そ
れ
ら
儀
礼
に
は
、喜
び
祝
う
、忌
慎
む
と
い

う
両
面
が
あ
り
ま
し
た
。
人
々
の
心
の
奥
に
は
、ど
う
に
も
予
想

で
き
な
い
運
命
や
未
知
の
世
界
、生
命
、自
然
へ
の
畏
れ
が
宿
っ

て
い
た
の
だ
と
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。  

 

そ
し
て
、人
は
人
生
儀

礼
を
通
し
て
、家
族
や
親
類
と
共
に
祝
い
、地
域
社
会
に
迎
え
ら

れ
、役
割
を
得
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
ら
は
様
々
な
世
界
と
出
会

い
、各
段
階
へ
移
行
す
る
た
め
の
、人
生
の
通
過
儀
礼
と
も
言
え

ま
し
ょ
う
。  

 

自
然
と
親
密
な
日
本
人
の
生
命
観
や
人
生
観

を
思
う
と
き
、フ
ラ
ン
ス
の
文
化
人
類
学
者
Ａ･

ヘ
ネ
ッ
プ
が
世
界

各
地
の
儀
礼
を
論
じ
た
『 

通
過
儀
礼
』 

の
文
章
が
思
い
出
さ
れ

ま
す
。
「 

人
の
一
生
の
歩
み
を
宇
宙
に
お
け
る
通
過
、つ
ま
り
天

体
の
運
行
、月
の
満
ち
欠
け
と
結
び
つ
け
る
民
族
さ
え
あ
る
。
人

の
生
活
の
諸
段
階
を
動
植
物
の
諸
段
階
へ
関
連
せ
し
め 

（ 

略
） 

宇
宙
の
偉
大
な
リ
ズ
ム
へ
結
び
つ
け
る
の
は
、ひ
と
つ
の
壮
大
な

観
念
で
あ
る 

」
。  

 

人
生
の
節
々
で
立
ち
ど
ま
り
、様
々
な
ス

ケ
ー
ル
の
う
ち
に
生
き
る
私
を
、無
限
の
時
空
の
中
で
縦
横
に
お

い
て
感
じ
た
と
き
、生
死
の
意
味
や
、親
し
い
人
た
ち
、先
祖
、社

会
、自
然 

… 

と
の
関
わ
り
に
思
い
を
馳
せ
る
で
し
ょ

う
。
世
界
の
広
大
さ
に
慄
き
つ
つ
、何
か
の
か
け
が
え

の
な
さ
や
あ
り
が
た
さ
に
触
れ
、ぽ
っ
と
安
ら
ぐ
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
心
の
窓
が
開
か
れ
て
い
き
ま
し
ょ

う
。  

 
 

こ
ん
な
ふ
う
に
私
自
身
と
向
き
合
い
、神

様
に
感
謝
す
る
場
と
し
て
人
生
儀
礼
が
あ
り
、そ
の
度

に
人
々
は
神
社
に
参
拝
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
（ 

権
） 

 菊結びの髪飾り 

 弥生守り 

  菊結びとトンボ玉の  

    ストラップ 

 

弥
生
神
社
で
は
、
七
五
三
詣
で
の
お
祝
い
に
手
作
り
の
巾
着
袋
を

お
渡
し
し
て
お
り
ま
す
。
女
の
子
の
巾
着
袋
に
は
、
縁
起
の
良
い
菊

結
び
が
つ
い
た
綿
ち
り
め
ん
の
髪
飾
り
、
男
の
子
に
は
菊
結
び
、
叶

結
び
と
ト
ン
ボ
玉
を
あ
し
ら
っ
た
ス
ト
ラ
ッ
プ
が
入
っ
て
い
ま
す
。

一
年
間
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
心
を
込
め
て
手
作
り
し
ま
し
た
。
健
康
と

招
福
を
御
祈
願
し
た
弥
生
守
り
の
袋
と
絵
馬
は
、
月
と
う
さ
ぎ
と
菊

の
花
を
モ
チ
ー
フ
に
、
当
社
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
描
き
ま
し
た
。
絵
馬
に

は
神
様
へ
の
感
謝
や
御
祈
願
の
言
葉
を
書
い
て
、

神
社
に
お
納
め
く
だ
さ
い
。
お
子
様
の
健
や
か
な

御
成
長
を
お
祈
り
し
て
お
り
ま
す
。 

  お祝いの気持ちをこめて。 

   手づくりの巾着
きんちゃく

袋 

 絵馬 

編
集
・
発
行 

弥
生
神
社 

海
老
名
市
国
分
北
二
‐
十
三-

十
三 

七
五
三
詣

お
め
で
と

う
ご
ざ
い

ま
す
。 

ち

ょ
ろ 

 
 

↓ き
ー
こ 

 
 

 


