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今
日
は
産
霊
の
信
仰
に
つ
い
て
お
話
し
よ
う
と
思
う
。
む
す
び
は
漢
字
で
書
く
と
、
産
霊
の
字
を
宛
て
て
い

る
。
神
の
名
で
言
え
ば
、
日
本
の
神か

み

代よ

の
初
め
に
現
わ
れ
る
高た

か
み
む
す
び

皇
産
霊
・
神か

み
む
す
び

皇
産
霊
が
、
そ
の
名
の
通
り
産
霊

の
神
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
、
産
霊
の
神
が
相
当
に
あ
る
。
で
は
こ
れ
ら
産
霊
の
神
の
信
仰
は
、
ど
う
い
う
も

の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
現
在
、
我
々
の
信
仰
し
つ
づ
け
て
い
る
神
道
は
、
言
わ
ば
、
宮
廷
神
道
に
若
干
の
民
間

神
道
の
加
わ
っ
た
も
の
が
つ
づ
い
て
き
て
い
る
わ
け
だ
が
、
産
霊
の
神
の
信
仰
に
な
る
と
、
少
し
特
殊
な
と
こ

ろ
が
あ
る
。
そ
の
点
を
お
話
し
て
、
あ
な
た
方
に
注
意
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
。
産
霊
の
神
は
、
天
照
大
神

の
系
統
と
は
系
統
が
違
う
の
で
、
そ
の
点
を
は
っ
き
り
し
て
お
か
な
い
と
、
考
え
が
行
き
詰
ま
っ
て
し
ま
う
。

な
お
、
今
一
つ
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
縁
結
び
の
神
で
あ
る
。
近
世
、
男
女
の
名
前
と
年

齢
と
を
白
い
紙
に
記
し
て
、
社
寺
の
格
子
戸
と
か
境
内
の
木
の
枝
な
ど
に
結
び
つ
け
て
、
夫
婦
の
契ち

ぎ
りを
祈
る
風

習
が
広
く
行
わ
れ
た
の
が
縁
結
び
の
神
の
信
仰
で
、
こ
れ
は
だ
い
た
い
、
む
す
ぶ
の
神
と
発
音
さ
れ
て
い
る
。

産む

す

び霊
の
信
仰
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こ
れ
と
産
霊
の
神
と
の
関
係
は
ど
う
か
と
い
う
事
に
な
る
の
だ
が
、
産
霊
の
神
に
対
す
る
信
仰
が
浅
く
な
っ
て

後
に
、
そ
の
中
へ
縁
結
び
の
神
の
信
仰
が
入
っ
て
き
た
の
で
、
こ
の
両
者
は
、
し
ば
ら
く
は
別
に
し
て
話
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
れ
で
は
、
一
体
、
産
霊
と
は
ど
う
い
う
事
だ
ろ
う
か
。
今
、
そ
の
神
道
的
な
使
い
方
か
ら
遠
の
い
て
、
普

通
に
我
々
が
使
っ
て
い
る
近
代
の
む
す
ぶ
と
い
う
事
を
考
え
て
見
る
と
、同
じ
物
の
両
端
を
結
び
つ
け
る
と
か
、

違
っ
た
物
を
一
点
に
結
合
さ
せ
る
場
合
に
用
い
て
お
り
、
具
体
的
に
言
え
ば
、
た
と
え
ば
、
木
の
枝
を
結
ぶ
と

か
、
枝
に
物
を
結ゆ

え
つ
け
る
事
と
考
え
て
い
る
。
で
は
、
こ
う
し
た
む
す
ぶ
と
い
う
動
作
は
、
何
の
た
め
に
す

る
の
か
と
い
う
事
に
な
る
が
、
こ
こ
に
も
う
少
し
違
っ
た
、
特
殊
な
む
す
ぶ
の
使
用
法
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
水

を
掬む

す

ぶ
と
い
う
事
で
あ
る
。
水
を
掬す

く

っ
て
飲
む
ま
で
の
動
作
を
む
す
ぶ
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
掬
ぶ
と
、
物
を

結
合
す
る
結
ぶ
と
は
、
関
係
が
あ
り
そ
う
だ
。
こ
れ
は
、
元
来
、
あ
る
内
容
の
あ
る
も
の
を
外
部
に
逸
脱
し
な

い
よ
う
に
し
た
外
的
な
形
を
、
む
す
ぶ
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
た
点
に
共
通
す
る
所
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
、
信

仰
の
消
え
た
後
も
、
動
作
を
表
す
の
に
、
む
す
ぶ
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
て
来
て
い
る
と
い
う
事
に
な
る
。

　

水
を
掬
ぶ
は
、
信
仰
的
に
言
う
と
、
人
間
の
身
体
の
内
へ
霊
魂
を
容
れ
る
・
霊
魂
を
結
合
さ
せ
る
と
い
う
事

ら
し
い
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
人
間
が
非
常
な
威
力
を
発
揮
し
て
来
る
わ
け
で
、
そ
の
作
法
と
し
て
、
水
を
掬

ぶ
と
い
う
事
を
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
水
の
中
へ
霊
魂
を
容い

れ
て
、
そ
れ
を
人
間
の
身
体
の
中
へ
容
れ
る

と
い
う
の
が
、
産
霊
の
技
法
だ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
そ
う
い
う
意
味
で
、
む
す
ぶ
と
い
う
言
葉
が
、
水
を
掬
っ
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て
飲
む
動
作
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
で
は
、
そ
う
し
た
産
霊
の
精
神
的
な
内
容
は
、

失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
が
、
た
と
え
ば
、
万
葉
集
に
見
ら
れ
る
む
す
ぶ
は
、
近
代
的
に
解
釈
し
て
も
わ
か

る
―
―
も
ち
ろ
ん
、
古
典
は
近
代
に
も
わ
か
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
一
つ
の
価
値
が
あ
る
の
だ
が
―
―
も
の
の
、

そ
れ
で
は
本
道
の
古
典
の
正
し
い
訓よ

み
方
と
い
う
事
に
は
な
ら
ず
、
用
語
例
で
見
て
い
く
と
、
そ
こ
に
特
別
な

意
味
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
万
葉
集
の
歌
を
挙
げ
て
、
む
す
ぶ
の
説
明
を
し
て
み
よ
う
。

　
　

磐い
は
し
ろ代

の
浜
松
が
枝
を
引
き
結
び
、
ま
さ
き
く
あ
ら
ば
、
復ま

た

帰
り
見
む
（
巻
二
、一
四
一
）

 「
自
分
は
今
、こ
の
磐
代
の
浜
を
通
る
が
、と
て
も
再
び
引
き
返
し
て
、こ
こ
を
過
ぎ
る
こ
と
は
出
来
ま
い
。
今
、

世
の
人
が
す
る
よ
う
に
、
浜
の
松
の
枝
を
結
び
合
せ
て
、
こ
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
道
の
神
に
、
自
分
の
命
や
旅

路
の
無
難
を
祈
っ
て
行
く
が
、
そ
の
祈
っ
た
通
り
の
効
果
が
現
れ
て
、
万
一
無
事
に
健
康
で
い
た
な
ら
ば
、
再

び
や
っ
て
来
て
、
こ
の
松
を
見
よ
う
」
の
意
で
、
こ
れ
は
、
道
の
神
の
前
を
通
る
時
、
そ
の
道
の
神
に
挨
拶
を

し
、
物
を
与
え
て
通
る
と
い
っ
た
、
当
時
の
信
仰
生
活
の
現
れ
た
歌
で
あ
る
。
紀
州
日
高
郡
磐
代
の
崖が

け

の
下
に

は
、
道
の
神
が
お
り
、
そ
こ
を
通
る
人
は
、
そ
の
神
に
障さ

わ

ら
れ
る
の
で
、
物
を
与
え
て
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
こ
の
道
の
神
は
、
現
在
我
々
の
考
え
て
い
る
神
以
下
の
神
で
、
木コ

霊ダ
マ

・
魑ス

魂ダ
マ

と
い
っ
た
、
言
わ
ば
精

霊
で
、
最
近
で
は
、
で
も
ん
・
す
ぴ
り
つ
と
と
い
う
外
国
語
を
用
い
た
方
が
わ
か
り
や
す
く
な
っ
て
い
る
。
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で
は
、
何
を
与
え
る
か
と
い
う
と
、
特
別
に
そ
う
し
た
神
々
の
欲
し
が
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
が
霊
魂
で
、

霊
魂
の
一
部
分
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
信
仰
は
、
日
本
で
は
今
で
も
続
い
て
い
る
信
仰
で
、
始

め
は
霊
魂
を
与
え
る
こ
と
だ
っ
た
の
が
、
そ
の
容
れ
物
を
与
え
る
と
い
う
形
に
段
々
な
っ
て
き
て
、
幣ぬ

さ

を
与
え

る
と
い
う
習
慣
に
な
っ
て
く
る
。
元
来
、
霊
魂
を
与
え
る
の
が
、
や
が
て
そ
の
包
み
物
を
与
え
る
・
物
質
を
与

え
る
と
い
う
ふ
う
に
推
移
し
て
来
た
わ
け
だ
。
だ
か
ら
た
と
え
ば
、
禊み

そ
ぎ・
祓は

ら
えの
時
に
、
そ
の
穢け

が

れ
た
衣
を
介
添

え
を
し
た
下
級
の
神
官
が
拝
領
す
る
の
は
、
貴
い
方
の
身
体
の
外
へ
放
出
さ
れ
た
霊
魂
―
―
穢
れ
た
霊
魂
・
草く

た

臥び

れ
た
霊
魂
―
―
を
も
ら
う
と
い
う
形
で
、
そ
の
霊
魂
は
、
貴
い
方
自
身
に
は
意
義
が
な
く
て
も
、
下
級
の
者

に
と
っ
て
は
、
効
果
の
あ
る
事
と
信
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
あ
な
た
方
は
、
神
道
の
た
め
に
努
力
し
て
頂
く
の

で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
信
仰
を
信
じ
な
け
れ
ば
、
意
味
が
な
い
。
こ
れ
は
、
神
職
と
し
て
精
神
的
に
持
っ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
で
、
決
し
て
迷
信
で
は
な
い
の
だ
。
こ
の
歌
は
有あ

り
ま
の間

皇み

こ子
の
歌
で
、
皇
子
が
謀む

叛ほ
ん

を

起
こ
し
た
と
い
う
讒ざ

ん
げ
ん言
に
よ
っ
て
捕
え
ら
れ
、折
か
ら
牟む

ろ婁
の
温
泉
（
今
の
白
浜
温
泉
の
附
近
。
鉛
山
の
温
泉
）

に
行
っ
て
お
ら
れ
た
斉
明
天
皇
の
許
へ
召
さ
れ
て
行
く
途
次
、
磐
代
の
神
に
、
霊
魂
の
一
部
を
分
割
し
て
与
え

ら
れ
た
時
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
浜
松
が
枝
を
引
き
結
び
」
と
い
う
事
は
、
浜
の
松
の
枝
に
自
分
の
分

割
し
た
霊
魂
の
付
着
し
た
も
の
を
結
び
つ
け
ら
れ
た
意
で
、
松
の
枝
に
鎮
魂
的
な
処
置
を
し
た
と
い
う
事
に
な

る
。
つ
ま
り
、
当
時
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
信
仰
は
日
常
茶
飯
の
こ
と
で
あ
っ
た
た
め
に
、
む
す
ぶ
と
い
う
言
葉

だ
け
で
、
充
分
内
容
を
受
け
取
る
事
が
出
来
た
わ
け
で
、
あ
え
て
廻
り
く
ど
い
説
明
を
要
し
な
か
っ
た
の
で
あ
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る
。
し
か
し
、
こ
の
歌
は
早
く
か
ら
誤
ら
れ
、
磐
代
の
結
び
松
と
い
う
歌
枕
に
な
っ
て
、
万
葉
集
自
身
で
も
、

既
に
、

　
　

磐
代
の
野
中
に
立
て
る
結
び
松　

心
も
解
け
ず
。
い
に
し
へ
念お

も

ほ
ゆ
（
巻
二
、一
四
四
）

　

と
い
っ
た
歌
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
誤
解
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
決
し
て
、
単
に
松
の
枝
を
結
ん
で
お
く
と
い

う
事
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

牟
婁
の
温
泉
に
赴
い
た
有
間
皇
子
は
、
斉
明
天
皇
並
び
に
皇
太
子
の
中

な
か
の
お
お
え
の

大
兄
皇お

う
じ子

に
対
面
し
た
後
、
磐
代
の

神
に
祈
願
し
た
通
り
、
再
び
磐
代
の
松
を
見
る
事
が
で
き
た
の
だ
が
、
そ
こ
を
通
過
し
て
間
も
な
く
、
つ
い
に
、

藤
白
坂
の
山
中
で
絞
殺
さ
れ
た
。
昔
の
神
道
で
は
、
身
体
か
ら
血
を
流
す
の
が
穢
れ
で
、
血
を
出
さ
な
い
で
死

ぬ
方
法
を
取
っ
た
。
そ
の
一
方
法
が
絞
殺
で
、
刃
物
を
用
い
る
事
は
絶
対
の
た
ぶ
う
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
こ

の
話
に
は
長
い
説
明
が
要
る
の
で
、
今
は
そ
れ
を
述
べ
る
暇
が
な
い
。
と
も
か
く
、
こ
う
し
て
、
も
う
一
度
磐

代
の
松
の
前
を
通
過
さ
せ
て
後
に
殺
し
て
し
ま
う
と
い
う
事
に
つ
い
て
は
、
恐
ら
く
、
当
時
の
人
に
は
理
由
が

あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
つ
ま
り
、
当
然
牟
婁
の
地
で
殺
さ
れ
る
は
ず
の
皇
子
を
、
も
う
一
度
磐
代
の
地
ま
で
無

事
に
送
り
届
け
た
と
い
う
事
は
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
皇
子
の
祈
願
を
受
け
た
磐
代
の
神
が
神
と
し
て
の
権
威

を
喪
失
し
て
し
ま
う
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
磐
代
の
神
は
、
有
間
皇
子
へ
の
義
理
を
立
て


