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◆ キーワード　現代伝説／うわさ／人形／お菊人形／人形供養

現
代
に
お
け
る
人
形
の
怪
異
伝
承
の
研
究

鳴 

海　
あ 

か 

り

は
じ
め
に

本
論
で
は
、
主
に
愛
玩
用
・
鑑
賞
用
人
形
に
つ
い
て
、
現
代
人
が
な
ぜ

人
形
を
怖
い
と
考
え
る
か
を
テ
ー
マ
と
す
る
。
人
形
と
い
う
も
の
は
家
族

や
友
人
、
自
分
の
分
身
の
よ
う
に
か
わ
い
が
ら
れ
る
反
面
、
怖
い
と
い
う

人
も
い
る
。
現
代
の
怪
談
に
も
髪
が
伸
び
る
お
菊
人
形
、
3
本
足
の
リ
カ

ち
ゃ
ん
、
ひ
と
り
か
く
れ
ん
ぼ
な
ど
多
く
の
人
形
に
関
す
る
話
が
存
在
す

る
。
こ
の
多
面
的
な
特
徴
を
論
ず
る
こ
と
で
、
民
俗
文
化
に
お
け
る
人
形

の
位
置
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
も
の
で
あ
る
。

人
形
と
い
う
も
の
は
古
代
か
ら
畏
怖
の
対
象
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

縄
文
時
代
の
土
偶
か
ら
始
ま
り
、
早
く
は
『
源
氏
物
語
』
に
も
登
場
す
る

ヒ
ト
ガ
タ
流
し
、
子
供
の
守
り
人
形
と
し
て
用
い
ら
れ
た
天
児
・
這
子
な

ど
、
数
々
の
呪
具
と
し
て
の
人
形
が
あ
っ
た
。
反
面
、
ひ
い
な
遊
び
と
い
っ

た
遊
び
の
人
形
も
あ
り
、
ヒ
ト
ガ
タ
流
し
な
ど
の
行
事
と
融
合
し
て
雛
祭

り
行
事
の
原
型
に
な
っ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
う
い
っ
た
流
れ

の
一
部
は
、
実
は
現
代
的
な
供
養
で
あ
る
人
形
供
養
に
も
繋
が
る
な
ど
、

現
代
人
の
人
形
観
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。

そ
う
い
っ
た
も
の
も
含
め
つ
つ
、
今
回
は
現
代
人
の
人
形
観
に
つ
い
て

怪
異
と
い
う
側
面
か
ら
見
て
い
き
た
い
。

１
．
先
行
研
究

本
論
の
テ
ー
マ
に
関
連
す
る
先
行
研
究
と
し
て
、
ま
ず
人
形
の
歴
史
に

つ
い
て
は
山
田
（
一
九
六
一
）
が
天
児
・
這
子
、
雛
人
形
な
ど
を
挙
げ
、

日
本
に
お
け
る
人
形
そ
の
も
の
の
歴
史
を
述
べ
る）

1
（

。ま
た
斎
藤（
一
九
七
五
）

は
ひ
な
人
形
の
文
化
史
に
つ
い
て
、
か
た
し
ろ
流
し
や
ひ
い
な
遊
び
を
挙

げ
て
ま
と
め
て
い
る）

2
（

。 

怪
異
伝
承
と
い
う
面
か
ら
は
、
香
川
（
二
〇
一
二
）
は
ド
ー
ル
と
フ
ィ

ギ
ュ
ア
を
区
別
し
、
妖
怪
が
フ
ィ
ギ
ュ
ア
と
し
て
成
立
す
る
過
程
に
つ
い

て
、
古
代
か
ら
人
形
観
の
変
遷
を
辿
り
、
フ
ィ
ギ
ュ
ア
は
人
形
が
「
異
質

な
他
者
」
で
な
く
な
る
こ
と
で
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る）

3
（

。 

田
中
（
二
〇
〇
五
）
は
人
形
供
養
と
そ
れ
が
人
々
の
人
形
観
に
及
ぼ
す

影
響
に
つ
い
て
、か
つ
て
メ
デ
ィ
ア
に
取
り
上
げ
ら
れ
有
名
に
な
っ
た
「
髪

の
伸
び
る
日
本
人
形
」
で
あ
る
「
お
菊
人
形
」
に
も
触
れ
て
論
じ
て
い
る）

4
（

。

香
川
（
二
〇
一
八
）
は
最
も
今
回
の
テ
ー
マ
に
近
い
内
容
を
論
じ
て
い
る
。

ま
ず
自
身
の
著
書
『
江
戸
の
妖
怪
革
命
』
を
下
地
と
し
、そ
の
「
妖
怪
革
命
」

か
ら
取
り
残
さ
れ
て
い
た
例
外
が
人
形
で
あ
り
、
他
の
も
の
と
は
異
な
る
次

元
に
あ
っ
た
と
し
た
。
そ
し
て
江
戸
時
代
の
人
形
の
怪
談
を
挙
げ
て
当
時
の

人
形
観
を
論
じ
た
後
、「
髪
の
毛
の
伸
び
る
人
形
」
に
触
れ
、
現
代
の
人
形

の
怪
談
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
人
間
の
霊
が
人
形
に
入
っ
て
怪
異
を
起
こ
し
て

お
り
あ
く
ま
で
人
間
が
主
体
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
い
わ
ゆ
る「
憑
き
も
の
」

の
一
種
と
し
て
の
人
形
の
怪
異
や
、
人
形
供
養
に
も
触
れ
る
。

以
上
が
主
な
先
行
研
究
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
代
に
お
け
る
人
形
の
怪

異
の
研
究
は
珍
し
く
、
触
れ
て
い
て
も
部
分
的
で
あ
る
。
ま
た
一
口
に
現

代
に
お
け
る
人
形
の
怪
異
と
い
っ
て
も
こ
れ
ら
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
よ
り

も
は
る
か
に
多
く
の
種
類
の
怪
異
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
現
代
の
人
形
の
怪
異
伝
承
に
焦
点
を
当
て
、
話
を
様
々

に
収
集
し
、
性
質
ご
と
に
分
類
し
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
。

２
．
自
発
的
怪
異
・
間
接
的
怪
異

現
代
の
日
本
人
の
人
形
観
を
論
じ
る
に
あ
た
り
、
様
々
な
情
報
源
を
参

照
し
、
書
籍
・
新
聞
・
雑
誌
な
ど
か
ら
人
形
の
怪
奇
現
象
に
つ
い
て
の
話

を
二
三
九
話
収
集
し
た
。
内
容
を
全
体
に
わ
た
っ
て
検
討
し
、
こ
れ
ら
は

以
下
の
二
つ
の
タ
イ
プ
に
分
類
し
う
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
一
つ

が
、
人
形
自
体
が
怪
異
と
化
し
て
怪
奇
現
象
を
引
き
起
こ
す
場
合
。
例
と

し
て
は
、
髪
が
伸
び
る
人
形
、
夜
中
勝
手
に
動
き
回
る
人
形
な
ど
が
挙
げ

ら
れ
る
。
も
う
一
つ
が
、
人
形
を
媒
介
に
す
る
場
合
。
あ
く
ま
で
も
人
形

は
脇
役
で
、
人
形
自
体
が
怪
異
で
は
な
く
、
実
際
に
は
人
間
が
主
体
と
な
っ

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
例
と
し
て
、
丑
の
刻
参
り
な
ど
の
呪
詛
人
形
、
虫

送
り
・
病
送
り
の
人
形
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
二
種
の
怪
異
は
根
本

的
に
異
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
た
め
、
前
者
を
「
自
発
的
怪
異
」、

後
者
を
「
間
接
的
怪
異
」
と
呼
称
し
、
分
類
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
。

ま
た
、
自
発
的
怪
異
は
全
体
的
に
見
て
非
常
に
数
が
多
か
っ
た
上
、
そ

の
中
で
も
性
質
が
異
な
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
た
た
め
、
さ
ら
に
三
つ
に

分
け
る
こ
と
に
し
た
。「
誰
か
で
あ
る
人
形
」
が
怪
奇
現
象
を
起
こ
す

「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
型
」、
何
か
の
魂
が
人
形
に
入
り
込
む
「
憑
依
型
」、
ど
ち

ら
で
も
な
く
「
誰
で
も
な
い
人
形
」
が
そ
の
ま
ま
怪
異
と
な
る
「
真
自
発

型
」
の
三
つ
で
あ
る
。「
真
自
発
型
」
と
は
不
自
然
な
呼
称
か
も
し
れ
な
い

が
、
自
発
型
怪
異
の
中
で
も
本
当
に
ひ
と
り
で
に
怪
異
と
な
る
＝
真
に
自

発
的
な
怪
異
と
し
て
名
付
け
た
。「
誰
か
で
あ
る
人
形
」
と
「
誰
で
も
な
い

人
形
」
と
は
、
怪
異
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
プ
ロ
セ
ス
が
異
な
る
の
で
は

と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
に
説
明
す
る
と
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
型
は

も
と
も
と
何
か
の
レ
プ
リ
カ
と
し
て
の
人
形
が
、
基
本
的
に
は
モ
デ
ル
と

な
っ
た
も
の
の
物
語
を
再
現
す
る
も
の
。
憑
依
型
は
空
っ
ぽ
の
人
形
に
何

か
別
の
魂
が
入
り
込
ん
で
怪
異
を
な
す
も
の
。
そ
し
て
真
自
発
型
は
何
で

も
な
い
た
だ
の
無
機
物
と
し
て
の
人
形
が
怪
異
と
な
る
も
の
で
、
い
わ
ゆ
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る
付
喪
神
に
似
た
も
の
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
全
く
異
な
る
背
景
を
持
っ

て
い
る
の
で
、
分
類
し
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

図
に
表
す
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

概
念
の
説
明
だ
け
で
は
わ
か
り
に
く
い
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
例
を

示
す
。
ま
ず
は
自
発
的
怪
異
の
う
ち
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
型
の
例
で
あ
る
。

　
薩
摩
藩
士
の
八
右
衛
門
と
い
う
の
が
、
痴
情
の
果
て
に
な
じ
み
女
郎

の
菊
野
を
初
め
、
5
人
を
殺
し
た
事
件
に
ち
な
ん
だ
浄
瑠
璃
を
見
た
こ

と
が
あ
る
。
…
…
そ
の
早
田
八
右
衛
門
の
人
形
が
毎
晩
の
よ
う
に
楽
屋

を
暴
れ
回
っ
た
。
人
形
遣
い
の
楽
屋
に
片
っ
端
か
ら
闖
入
し
、
置
か
れ

た
人
形
を
片
っ
端
か
ら
切
り
倒
し
た）

6
（

。

人
形
座
の
人
形
な
ど
、役
柄
を
与
え
ら
れ
て
い
る
人
形
劇
の
人
形
が
動
く
、

と
い
う
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
多
く
の
場
合
、
夜
に
動
き
だ
し
、
役
に
合
わ
せ

た
行
動
を
と
り
、
敵
同
士
の
人
形
は
斬
り
合
う
。
持
ち
主
に
よ
る
と
よ
く
あ

る
こ
と
だ
、
珍
し
く
な
い
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
天
保
十
二
年

（
一
八
四
一
）
発
刊
の
奇
談
集
『
絵
本
百
物
語
』
に
も
、「
夜
楽
屋
」
と
称
し
、

敵
同
士
の
人
形
が
取
っ
組
み
合
う
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
（
図
１
参
照
）。
人

形
座
の
人
形
が
動
く
と
い
う
の
は
あ
る
種
の
当
た
り
前
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
が
見
て
取
れ
る
。
人
格
を
当
て
は
め
ら
れ
た
こ
と
で
、
そ
の
人
格
を
も
つ

人
間
そ
の
も
の
と
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

次
に
自
発
的
怪
異
の
う
ち
、
何
か
が
人
形
に
入
り
込
ん
で
怪
異
を
起
こ

す
「
憑
依
型
」
の
例
を
挙
げ
る
。
以
下
は
そ
の
要
約
で
あ
る
。

　
東
京
三
河
島
蓮
田
一
四
〇
古
道
具
屋
に
て
古
い
大
き
な
人
形
が
出
た
。

競
り
で
買
い
取
っ
た
金
町
の
大
井
金
五
郎
（
仮
名
）
が
家
へ
持
ち
帰
り
、

改
め
て
箱
を
開
く
と
、
人
形
が
淋
し
げ
な
顔
で
微
笑
し
た
と
い
う
。
そ

れ
か
ら
金
五
郎
は
気
が
違
っ
た
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
地
蔵
院
へ

納
め
て
永
代
供
養
を
し
て
貰
う
こ
と
に
な
っ
た
。
も
と
の
持
ち
主
を
調

べ
、
由
来
を
聞
く
と
、
こ
れ
は
三
十
年
前
に
手
に
入
れ
た
熊
本
の
氏
族

の
秘
蔵
だ
っ
た
と
い
う
。
文
化
の
こ
ろ
吉
原
の
小
式
部
大
夫
と
い
う
遊

女
が
三
人
の
武
家
に
思
わ
れ
、
そ
の
通
い
ぶ
り
か
ら
大
夫
は
人
形
師
に

自
分
の
生
き
人
形
三
体
を
作
ら
せ
た
。
製
作
の
中
頃
か
ら
大
夫
は
ひ
ど

く
や
つ
れ
だ
し
、
完
成
し
た
日
に
は
遂
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
三
体
は

勿
論
三
人
の
武
士
に
贈
ら
れ
、
そ
の
う
ち
の
一
体
が
こ
れ
だ
と
い
う）

7
（

。

こ
の
よ
う
に
、
何
者
か
の
魂
な
ど
が
入
り
込
む
こ
と
で
人
形
が
怪
異
と
化

す
も
の
が
憑
依
型
怪
異
で
あ
る
。
の
ち
に
詳
し
く
紹
介
す
る
、
代
表
的
な
「
髪

の
伸
び
る
人
形
」
で
あ
る
「
お
菊
人
形
」
も
お
菊
ち
ゃ
ん
と
い
う
少
女
の
念

が
宿
っ
た
、
と
い
う
例
が
多
く
、
憑
依
型
に
分
類
さ
れ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

次
に
自
発
的
怪
異
の
う
ち
、
た
だ
の
人
形
が
怪
異
と
化
す
真
自
発
型
の

例
で
あ
る
。
以
下
は
そ
の
要
約
で
あ
る
。

　
生
家
の
柳
原
家
に
二
つ
の
古
い
人
形
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
み
ど
り
丸
、

一
つ
は
日
吉
と
い
っ
た
。
人
形
は
生
き
て
い
る
と
い
う
。
あ
る
夏
、
皆

が
避
暑
に
行
き
、
留
守
番
の
者
た
ち
は
散
ら
ば
っ
て
休
も
う
と
い
う
話

に
な
っ
た
。
み
ど
り
丸
と
日
吉
が
床
の
間
に
座
る
部
屋
に
泊
ま
っ
た
女

中
が
火
を
消
し
た
と
た
ん
、
大
き
な
火
の
玉
の
よ
う
な
も
の
が
転
が
っ

て
き
て
、
驚
い
て
寝
床
に
潜
り
こ
ん
で
し
ま
っ
た
。
火
の
玉
は
座
敷
中

を
ぐ
る
ぐ
る
回
っ
て
み
ど
り
丸
の
前
で
消
え
た）

8
（

。

他
に
も
子
供
の
い
な
い
夫
婦
が
江
戸
人
形
を
買
い
人
間
の
よ
う
に
世
話
し

た
ら
、
夢
に
出
て
泣
き
叫
ん
だ
と
い
う
話
や
、
雛
人
形
が
人
の
よ
う
に
笑
っ

た
と
い
う
話
が
あ
る
。
前
者
の
よ
う
に
、
人
形
の
扱
い
と
し
て
「
人
間
と
同

じ
よ
う
に
世
話
し
た
」
と
い
う
例
が
い
く
つ
か
あ
り
、
た
だ
の
人
形
で
も
愛

情
を
も
っ
て
人
間
と
同
じ
よ
う
に
接
す
れ
ば
意
思
が
宿
る
と
い
う
思
想
が
垣

間
見
ら
れ
る
。
し
か
し
後
者
の
雛
人
形
の
方
は
そ
う
い
っ
た
こ
と
は
な
い
。

こ
ち
ら
は
国
文
学
研
究
資
料
館
「
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」

に
よ
る
と
、
一
七
九
三
年
か
ら
一
七
九
七
年
の
成
立
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

こ
ろ
か
ら
何
で
も
な
い
人
形
が
ひ
と
り
で
に
、
付
喪
神
に
近
い
器
物
の
怪
異

と
化
す
思
想
は
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

最
後
に
間
接
的
怪
異
の
例
で
あ
る
。
こ
の
分
類
の
怪
異
を
起
こ
す
の
は

あ
く
ま
で
人
間
の
呪
い
の
念
で
あ
り
、
人
形
は
た
だ
道
具
と
し
て
使
わ
れ

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
以
下
は
そ
の
要
約
で
あ
る
。

　
三
年
ほ
ど
前
の
こ
と
、
あ
る
家
の
改
築
で
持
山
の
松
を
使
う
た
め
に
切

り
倒
し
た
。作
業
を
し
や
す
く
し
よ
う
と
根
元
の
落
ち
葉
や
土
を
剥
ぐ
と
、

紺
色
の
毛
糸
を
束
ね
た
人
形
が
、
五
寸
釘
を
打
ち
込
ま
れ
て
刺
さ
っ
て
い

た
。
一
同
は
何
と
な
く
気
味
悪
く
思
っ
た
。
そ
の
中
で
木
挽
や
左
官
、
製

材
の
職
人
が
次
々
事
故
を
起
こ
し
た
。
神
官
の
家
の
仕
事
だ
っ
た
の
で
、

人
形
を
取
り
出
し
、お
祓
い
し
て
焼
い
て
も
ら
っ
た
。
釘
の
錆
具
合
か
ら
、

五
、六
年
は
た
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
の
こ
と
だ
っ
た）

9
（

。

や
は
り
木
に
五
寸
釘
を
打
っ
て
呪
う
と
い
っ
た
、
丑
の
刻
参
り
の
よ
う

な
も
の
は
多
く
み
ら
れ
る
。
そ
う
い
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
後
に
ま
と
め

て
述
べ
る
。

他
に
も
田
の
境
を
争
っ
た
と
き
、
麦
稈
人
形
を
作
っ
て
田
の
中
に
埋
め

人
形
の
怪
異

間
接
的
怪
異

自
発
的
怪
異

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
型

憑
依
型

真
自
発
型

図
①

図1 『竹原春泉　絵本百物語　桃山人夜話』
（多田克己編、1997年刊、国書刊行会）より
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て
お
く
と
無
理
を
行
っ
た
人
が
滅
び
る
と
い
う
例
や
、
ハ
シ
カ
流
し
、
あ

る
い
は
厄
落
と
し
の
た
め
に
藁
人
形
を
サ
ン
ダ
ワ
ラ
に
乗
せ
て
流
す
と
い

う
例
も
見
ら
れ
た
。
前
者
は
丑
の
刻
参
り
と
似
た
よ
う
な
呪
術
的
行
為
で

あ
る
と
言
え
る
。
後
者
は
前
述
の
、
厄
な
ど
を
ヒ
ト
ガ
タ
に
移
し
て
流
す

ヒ
ト
ガ
タ
流
し
と
の
関
連
が
一
つ
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
一
つ
、
疑
問
が
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
同
じ
く
外
か
ら
の
働
き
か
け

で
怪
異
と
な
る
、
間
接
的
怪
異
と
憑
依
型
自
発
的
怪
異
の
違
い
で
あ
る
。
そ

の
問
い
に
こ
こ
で
答
え
て
お
き
た
い
。
間
接
的
怪
異
は
、
最
初
か
ら
呪
術
な

ど
の
目
的
で
作
っ
た
人
形
で
呪
い
な
ど
を
か
け
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対

し
、憑
依
型
自
発
的
怪
異
は
も
と
も
と
怪
異
と
す
る
つ
も
り
で
は
な
か
っ
た
、

普
通
の
人
形
に
何
か
が
入
り
怪
異
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
一
見
似

て
い
て
も
、
根
本
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
の
二
三
九
話
を
時
代
別
に
集
計
し
た
と
こ
ろ
、
以
下
の
よ
う

に
な
っ
た
（
表
1
、
2
参
照
）。
注
目
す
べ
き
は
、
自
発
的
怪
異
と
間
接
的

怪
異
の
割
合
で
あ
る
。
昭
和
戦
後
期
ま
で
は
二
つ
の
比
率
は
同
じ
く
ら
い
、

あ
る
い
は
間
接
的
怪
異
の
方
が
多
い
く
ら
い
だ
が
、
平
成
に
入
っ
て
か
ら

一
気
に
自
発
的
怪
異
が
増
え
る
。
つ
ま
り
、
人
形
自
体
が
怖
い
と
い
う
逸

話
が
増
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
も
ち
ろ
ん
様
々
な
要
因
が

考
え
ら
れ
る
が
、
一
つ
に
は
後
に
詳
し
く
紹
介
す
る
お
菊
人
形
の
影
響
が

大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

３
．
事
例
ご
と
の
分
析

⑴
丑
の
刻
参
り
・
呪
い
の
藁
人
形

本
章
で
は
収
集
し
た
人
形
の
怪
異
の
う
ち
、
報
告
が
多
く
影
響
が
大
き

い
と
み
ら
れ
る
類
似
事
例
の
一
部
を
ま
と
め
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
ま

ず
は
先
ほ
ど
の
分
類
で
い
う
間
接
的
怪
異
の
代
表
と
し
て
、
丑
の
刻
参
り
、

ひ
い
て
は
呪
い
の
藁
人
形
が
挙
げ
ら
れ
る
か
と
思
う
。

丑
の
刻
参
り
は
丑
の
時
参
り
と
も
言
い
、
言
わ
ず
も
が
な
、
人
を
呪
う

た
め
の
方
法
の
一
つ
で
あ
る
。
白
衣
を
着
、
頭
に
は
鉄
輪
に
ろ
う
そ
く
を

立
て
た
格
好
で
、
神
社
の
樹
木
な
ど
に
相
手
に
模
し
た
藁
人
形
を
釘
で
打

ち
込
む
こ
と
で
、
七
日
目
の
満
願
の
日
に
相
手
が
死
ぬ
と
さ
れ
て
い
た
。

特
に
近
世
に
か
け
て
様
々
な
説
話
に
お
い
て
確
認
で
き
る
モ
チ
ー
フ
で
あ

る
。
例
え
ば
謡
曲
『
鉄
輪
』
で
は
、
夫
に
捨
て
ら
れ
た
女
性
が
恨
み
を
晴

表１　時代別内訳（全体）
自発 間接 その他

江戸以前 3 2 1
明治 4 22 2
大正 5 2 0
昭和戦前期 11 5 4
昭和戦後期 8 12 3
平成 130 19 6
合計 161 62 16

表２　時代別内訳（自発的怪異）
憑依型 キャラクター型 真自発型

江戸以前 0 2 1
明治 2 0 2
大正 0 4 1
昭和戦前期 2 4 5
昭和戦後期 1 6 1
平成 20 39 71
合計 25 55 81

ら
そ
う
と
貴
船
神
社
に
丑
の
時
参
り
を
し
て
い
る
と
、「
御
身
は
都
よ
り
丑

の
時
参
り
召
る
ゝ
御
か
た
に
て
渡
候
か
」
と
鬼
に
な
る
た
め
の
神
託
が
神

職
を
通
じ
て
告
げ
ら
れ
る
。

さ
て
、
丑
の
刻
参
り
、
呪
い
の
藁
人
形
と
い
う
と
随
分
古
風
な
印
象
が

強
い
か
と
思
う
。
私
は
様
々
な
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
参
照
し
、
一
八
二
一
年

か
ら
二
〇
〇
二
年
に
か
け
て
合
計
四
十
六
話
の
話
を
収
集
し
た
が
、
そ
の

中
に
も
「
昔
は
行
わ
れ
て
い
た
が
、
今
は
行
わ
れ
な
い
」
と
い
う
も
の
が

散
見
さ
れ
た
。
で
は
、
今
は
全
く
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
と
い
う
と

そ
う
で
は
な
い
。
呪
い
の
藁
人
形
は
、
現
代
で
は
現
代
な
り
の
現
れ
方
を

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
収
集
し
た
話
か
ら
、
比
較
的
最
近
の
事
例
を
い
く

つ
か
紹
介
し
よ
う
。
以
下
は
要
約
で
あ
る
。

見
出
し
：
町
長
落
選
腹
い
せ
ワ
ラ
人
形 

島
の
町
二
分
、
し
こ
り
今
も

　
愛
媛
県
中
島
町
で
昨
年
、
町
長
選
挙
が
行
わ
れ
た
。
現
町
長
と
元
町

長
の
一
騎
打
ち
で
、
現
町
長
が
再
選
と
な
っ
た
。
二
週
間
後
、
現
町
長

の
宅
に
五
セ
ン
チ
の
釘
が
刺
さ
っ
た
藁
人
形
が
送
ら
れ
て
き
た
。
告
訴

を
受
け
た
警
察
の
調
べ
で
、
元
町
長
が
逮
捕
さ
れ
た）

10
（

。

愛
媛
県
中
島
町
の
事
例
。
釘
が
刺
さ
っ
た
藁
人
形
が
嫌
が
ら
せ
に
使
わ
れ

て
い
る
。
釘
が
刺
さ
っ
た
人
形
＝
呪
い
の
人
形
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
、
ひ
い
て

は
そ
れ
に
よ
る
恐
怖
・
嫌
悪
が
最
近
に
な
っ
て
も
根
強
い
こ
と
が
わ
か
る
。

見
出
し
：
﹇
ぷ
ら
ざ
﹈
田
ん
ぼ
の
中
に
「
わ
ら
人
形
」

　
田
ん
ぼ
の
水
の
見
回
り
か
ら
帰
っ
た
夫
が
開
口
一
番
、「
驚
い
た
な
。

あ
ん
な
の
は
ド
ラ
マ
の
中
だ
け
か
と
思
っ
て
い
た
」
と
言
う
。
聞
け
ば
、

何
と
わ
ら
人
形
が
水
路
を
流
れ
て
き
た
そ
う
だ
。
…
…
他
人
が
不
幸
に

な
る
こ
と
を
念
じ
る
と
は
。
事
情
が
あ
っ
て
の
こ
と
か
も
知
れ
な
い
が
、

一
体
だ
れ
が
、
何
の
た
め
に
、
と
い
ろ
い
ろ
想
像
し
て
し
ま
っ
た
。
翌

日
、
犬
の
散
歩
が
て
ら
見
に
行
く
と
、
３
０
セ
ン
チ
ほ
ど
の
人
形
が
ま

だ
あ
っ
た
。
…
…
い
ろ
い
ろ
話
題
を
提
供
し
て
く
れ
た
人
形
。
結
局
そ

の
ま
ま
に
し
、
先
日
行
っ
て
み
る
と
、
も
う
見
当
た
ら
な
か
っ
た）

11
（

。

群
馬
県
高
崎
市
の
事
例
。
呪
い
の
藁
人
形
の
事
例
で
あ
る
こ
と
に
違
い

は
な
い
が
、
特
筆
す
べ
き
は
、「
釘
が
打
ち
込
ま
れ
た
」
と
は
一
言
も
書
い

て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
書
い
て
い
な
い
だ
け
と
い
う
可
能
性
も
あ

る
が
、
他
の
記
事
で
は
釘
の
こ
と
に
必
ず
言
及
さ
れ
、
雑
誌
や
新
聞
記
事

で
は
見
出
し
に
入
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
重
要
な
要

素
を
外
す
と
は
考
え
づ
ら
い
。
さ
て
、
藁
人
形
と
は
無
論
藁
で
作
っ
た
人

形
で
あ
り
、
古
く
か
ら
呪
い
だ
け
で
は
な
く
子
供
の
お
も
ち
ゃ
、
戦
で
敵

を
欺
く
ダ
ミ
ー
な
ど
様
々
な
用
途
で
使
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
こ
こ
で
は
な
ん
で
も
な
い
た
だ
の
藁
人
形
が
単
体
で
流
れ
て
き
た
だ
け

で
迷
い
な
く
呪
い
の
人
形
と
断
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
こ
か
ら
は
、
藁
人

形
と
い
う
も
の
自
体
が
一
般
的
で
は
な
く
な
っ
た
現
代
で
は
、
藁
人
形
＝

呪
い
の
人
形
と
い
う
印
象
が
強
い
こ
と
が
わ
か
る
。
藁
人
形
そ
れ
自
体
が

恐
怖
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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⑵
お
菊
人
形

現
代
の
人
形
の
怪
談
と
し
て
早
く
に
語
ら
れ
て
き
た
代
表
的
な
事
例
と

し
て
、「
髪
の
伸
び
る
日
本
人
形
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
筆
頭
が
、

一
九
七
〇
年
代
か
ら
テ
レ
ビ
や
新
聞
な
ど
で
次
々
に
取
り
上
げ
ら
れ
た「
お

菊
人
形
」
で
あ
る
。
非
常
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
話
で
は
あ
る
が
、
ま
ず

は
概
要
の
紹
介
を
し
た
い
。
こ
の
人
形
は
北
海
道
空
知
群
栗
沢
町
万
字
の

萬
念
寺
に
実
際
に
安
置
さ
れ
て
い
る
日
本
人
形
で
あ
り
、
髪
が
伸
び
る
の

だ
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
人
形
に
は
具
体
的
な
逸

話
が
存
在
す
る
。
以
下
に
そ
の
要
約
を
示
す
。

　
大
正
七
年
（
一
九
一
八
年
）。
当
時
十
八
歳
の
鈴
木
栄
吉
さ
ん
が
札
幌

の
大
正
博
覧
会
見
物
の
帰
り
、
当
時
三
歳
の
妹
・
お
菊
ち
ゃ
ん
に
お
土

産
と
し
て
お
か
っ
ぱ
の
日
本
人
形
を
買
っ
た
。
お
菊
ち
ゃ
ん
は
毎
日
楽

し
く
人
形
と
遊
ん
で
い
た
が
、
翌
年
一
月
二
十
四
日
、
病
気
で
亡
く
な

る
。
栄
吉
さ
ん
は
遺
骨
と
一
緒
に
人
形
を
仏
壇
に
祭
り
、
毎
日
拝
ん
で

い
た
と
こ
ろ
、
不
思
議
な
こ
と
に
髪
が
伸
び
始
め
た
。　
昭
和
十
三
年
、

栄
吉
さ
ん
は
遺
骨
と
人
形
を
こ
の
寺
に
預
け
樺
太
へ
移
住
。
戦
後
引
き

揚
げ
、
寺
を
訪
れ
た
栄
吉
さ
ん
は
更
に
髪
が
伸
び
た
人
形
に
改
め
て
驚

愕
。「
菊
子
の
霊
が
乗
り
移
っ
た
の
で
は
」
と
人
形
を
本
堂
に
移
し
た）

12
（

。

こ
れ
が
今
日
ま
で
に
よ
く
知
ら
れ
た
「
お
菊
人
形
」
の
逸
話
で
あ
る
。

小
池
壮
彦
氏
に
よ
る
と
、「
お
菊
人
形
」
の
逸
話
の
初
出
は
一
九
六
二
年

八
月
六
日
号
の
『
女
性
自
身
』
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
著
者
が
テ
レ
ビ
番

組
な
ど
で
見
て
い
た
内
容
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
。
そ
し
て
他
二
冊
の
娯
楽
雑
誌
を
挙
げ
て
内
容
の
変
化
を
述
べ
る）

13
（

。

内
容
の
違
い
を
表
に
表
す
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

⑶
髪
の
伸
び
る
人
形

お
菊
人
形
の
強
大
な
影
響
力
は
「
髪
の
伸
び
る
人
形
」
と
い
う
一
つ
の

独
立
し
た
モ
チ
ー
フ
を
形
成
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
私
が
収
集
し
た
多
く

の
大
衆
娯
楽
雑
誌
の
記
事
か
ら
は
、
一
九
九
〇
年
か
ら
二
〇
一
五
年
ま
で

の
記
事
か
ら
二
十
三
話
、
新
聞
記
事
か
ら
一
話
、
お
菊
人
形
を
含
む
「
髪

の
伸
び
る
人
形
」
を
確
認
で
き
た
。
こ
れ
は
表
４
と
し
て
ま
と
め
た
。
長

い
た
め
本
論
の
最
後
に
載
せ
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
い
た
だ
き
た

い
。
こ
こ
で
は
同
じ
記
事
で
も
別
の
怪
異
を
一
緒
に
載
せ
て
い
た
場
合
は

別
に
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
る
。
ま
た
最
後
に
写
真
や
逸
話
、
安
置
場
所
、
ま

た
は
そ
の
他
特
徴
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
同
一
の
も
の
と
判
断
で

き
る
怪
異
に
つ
い
て
は
同
一
の
番
号
を
振
り
、
そ
の
中
で
雑
誌
の
出
版
年

順
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
付
け
区
別
し
て
い
る
。

掲
載
誌

出
版
年

時
代

人
形
を
預

け
た
人

少
女
の

名
前

命
日

移
住

先

『
女
性
自
身
』
一
九
六
二
年
昭
和
三
三
年

（
一
九
五
八
）
鈴
木
助
七

（
三
十
六
）

少
女
の
父
清
子
記
述
な
し

（
三
才
の
冬
）
本
州

『
ヤ
ン
グ
レ
デ
ィ
』
一
九
六
八
年
大
正
二
年

（
一
九
一
三
）
鈴
木
助
七

少
女
の
父
お
菊
三
月

二
十
四
日

樺
太

『
北
海
道
新
聞
』
一
九
七
〇
年
大
正
七
年

（
一
九
一
八
）
鈴
木
栄
吉

（
十
八
）

少
女
の
兄
お
菊
・

菊
子
一
月

二
十
四
日

樺
太

こ
の
事
例
群
か
ら
は
、
お
菊
人
形
の
影
響
を
受
け
て
そ
れ
以
降
様
々
な

「
髪
の
伸
び
る
人
形
」
が
〝
発
見
〞
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
特
筆
す

べ
き
は
、
稲
川
淳
二
氏
の
話
を
除
け
ば
、
お
菊
人
形
を
は
じ
め
と
し
て
見

に
行
け
る
「
実
物
」
が
存
在
す
る
と
い
う
共
通
点
で
あ
る
。「
実
物
が
存
在

す
る
」
と
い
う
イ
ン
パ
ク
ト
は
大
き
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
真
実
性
を
高
め

て
い
る
と
言
え
る
。

⑷
三
本
足
の
リ
カ
ち
ゃ
ん
人
形

誰
も
が
知
る
タ
カ
ラ
ト
ミ
ー
社
の
女
児
向
け
着
せ
替
え
人
形
で
あ
る
、
リ

カ
ち
ゃ
ん
人
形
。
そ
の
認
知
度
を
反
映
す
る
よ
う
に
、
怪
談
の
世
界
に
も
度
々

リ
カ
ち
ゃ
ん
人
形
が
登
場
す
る
。「
三
本
足
の
リ
カ
ち
ゃ
ん
人
形
」
は
そ
の
一

つ
で
あ
る
。
ま
ず
は
代
表
例
を
ご
紹
介
し
よ
う
。
以
下
は
要
約
で
あ
る
。

　
あ
る
女
性
が
公
衆
便
所
に
入
る
と
、
リ
カ
ち
ゃ
ん
人
形
が
転
が
っ
て

い
た
。
何
気
な
く
手
に
取
る
と
、
な
ん
と
そ
れ
に
は
足
が
三
本
も
生
え

て
い
た
。
彼
女
は
思
わ
ず
人
形
を
床
に
投
げ
捨
て
た
。
す
る
と
人
形
は

リ
カ
ち
ゃ
ん
電
話
で
お
な
じ
み
の
あ
の
機
械
的
な
音
声
で
彼
女
に
向

か
っ
て
し
ゃ
べ
り
出
し
た
。

　
「
わ
た
し
リ
カ
ち
ゃ
ん
、
で
も
、
呪
わ
れ
て
る
の
、
呪
わ
れ
て
る
の

…
…
」

　
彼
女
は
恐
ろ
し
く
な
り
逃
げ
出
し
た
が
、
逃
げ
て
も
逃
げ
て
も
人
形

の
声
が
消
え
な
い
。
つ
い
に
は
自
ら
の
鼓
膜
を
突
き
破
っ
て
し
ま
っ
た）
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（

。

足
が
三
本
生
え
た
リ
カ
ち
ゃ
ん
人
形
が
不
気
味
に
現
れ
、
多
く
は
呪
い

を
ば
ら
ま
く
な
ど
す
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
今
回
、
一
九
九
二
年

か
ら
二
〇
〇
四
年
ま
で
の
資
料
二
十
二
話
を
集
め
た
が
、
そ
の
う
ち
二
十

話
は
学
校
の
怪
談
に
関
連
し
た
話
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
の
う
ち
十
四
話
は

学
校
の
ト
イ
レ
を
舞
台
と
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
「
〇
階
の
〇
番
目
の

ト
イ
レ
に
い
て
、『
三
本
足
の
リ
カ
ち
ゃ
ん
』
と
呼
ぶ
と
で
て
く
る
」
と

い
っ
た
、
ト
イ
レ
の
花
子
さ
ん
風
の
も
の
が
目
立
っ
た
。
こ
れ
は
当
時
の

学
校
の
怪
談
ブ
ー
ム
の
影
響
が
推
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
学
校
の
怪
談
で
な
い
も
の
は
代
表
例
と
し
て
ご
紹
介
し
た

二
〇
〇
三
年
と
二
〇
〇
四
年
の
二
話
し
か
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
う

ち
、代
表
例
の
出
典
書
籍
の
元
と
な
っ
て
い
る
都
市
伝
説
関
連
サ
イ
ト
「
現

代
奇
談
」
で
も
、「
三
本
足
の
リ
カ
ち
ゃ
ん
」
が
載
る
最
古
の
ア
ー
カ
イ
ブ

は
二
〇
〇
二
年
で
あ
っ
た）

15
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。
一
般
に
上
記
の
話
が
基
本
形
だ
と
さ
れ
て
お

り
、『
日
本
現
代
怪
異
事
典
』
に
も
基
本
形
と
し
て
載
っ
て
い
る
が
、
本
当

に
学
校
の
怪
談
で
な
い
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
当
初
存
在
し
た
型
な
の
か
、
そ
う

い
っ
た
疑
問
に
応
え
る
に
は
一
九
九
二
年
以
前
の
記
録
を
調
べ
て
い
く
必

要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
話
は
先
ほ
ど
「
2.
自
発
的
怪
異
・
間
接
的
怪
異
」
で
提
示

し
た
分
類
に
基
づ
く
と
、
例
外
は
一
話
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
は
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
型
に
分
類
さ
れ
る
。
人
形
座
の
人
形
が
動
く
モ
チ
ー
フ
と
同
様
、
も

と
も
と
人
格
が
与
え
ら
れ
た
人
形
の
た
め
、
人
間
に
近
い
存
在
と
し
て
見

ら
れ
や
す
か
っ
た
の
だ
と
言
え
る
。し
か
し
人
形
座
の
人
形
が
動
く
モ
チ
ー

フ
と
異
な
る
点
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
設
定
に
沿
っ
た
行
動
を
し
て
い
る
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わ
け
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
リ
カ
ち
ゃ
ん
人
形
は
設
定
上
、た
だ
の
「
あ

か
る
く
て
ち
ょ
っ
ぴ
り
あ
わ
て
ん
ぼ
う
な
小
学
５
年
生
」
で
あ
り
、間
違
っ

て
も
呪
わ
れ
て
い
る
だ
と
か
、
人
を
襲
う
と
い
っ
た
設
定
は
公
式
に
は
な

い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
そ
う
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
与
え
ら
れ

る
。
そ
の
裏
に
は
人
間
や
死
者
に
対
す
る
恐
怖
を
人
形
に
仮
託
し
て
い
る

の
で
は
な
い
、「
人
形
そ
の
も
の
が
怖
い
」
と
い
う
観
念
の
強
化
が
読
み
取

れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

4
．
人
形
供
養
祭
に
つ
い
て

⑴
人
形
供
養
の
歴
史

人
形
供
養
祭
、
あ
る
い
は
人
形
感
謝
祭
と
い
っ
た
、
人
形
を
納
め
て
供

養
す
る
祭
り
に
参
加
し
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
様
々
な
神
社
仏
閣
、

セ
レ
モ
ニ
ー
ホ
ー
ル
な
ど
で
も
行
わ
れ
て
お
り
、
非
常
に
一
般
的
に
も
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
図
2
は
、
今
年
の
明
治
神
宮
人
形
感
謝

祭
の
ポ
ス
タ
ー

で
あ
る
。
い
か

に
も
古
く
か
ら

続
い
て
き
た
供

養
で
あ
る
か
の

よ
う
に
思
わ
れ

る
が
、
先
行
研

究
で
も
ご
紹
介

し
た
田
中
正
流

（
二
〇
〇
五
）
の

「
人
形
供
養
に
み

る
人
形
観
の
諸

相
」
に
よ
る
と

「
高
度
成
長
期
の

住
環
境
の
変
化

や
マ
ス
コ
ミ
の
影
響
な
ど
に
よ
り
、
従
来
の
道
具
供
養
を
参
考
に
し
て
新
し

く
作
ら
れ
た
」
供
養
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
全
国
八
十
六
の
人
形
供

養
祭
を
調
査
し
、
開
始
年
等
を
グ
ラ
フ
化
し
て
い
る
（
図
3
参
照
）。
ま
た
七

十
年
代
か
ら
八
十
年
代
に
か
け
て
人
形
供
養
が
激
増
す
る
理
由
と
し
て
、
お

菊
人
形
の
影
響
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
グ
ラ
フ
は
戦
後
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
が
、
古
い
新
聞
記
事
を
調
べ

て
み
た
と
こ
ろ
、
一
番
古
い
も
の
で
一
九
一
九
年
六
月
十
二
日
付
の
読
売

新
聞
の
記
事
に
人
形
供
養
に
関
す
る
記
述
が
確
認
で
き
た
。

　
巣
鴨
の
帝
国
小
学
校
校
内
人
形
病
院
に
て
は
来
る
十
八
日
午
後
一
時

よ
り
人
形
供
養
を
営
む
、
志
賀
師
読
経
、
西
山
校
長
弔
問
朗
読
、
生
徒

人
形
供
養
歌
合
唱
な
ど
あ
る
由
人
形
埋
葬
希
望
の
方
は
十
七
日
ま
で
に

同
校
へ
持
参
す
れ
ば
喜
ん
で
引
き
受
け
懇
ろ
に
供
養
す
と）
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（
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
）

人
形
供
養
の
お
知
ら
せ
、
お
よ
び
供
養
す
る
人
形
を
募
集
す
る
記
事
で

あ
る
。
そ
の
一
週
間
後
、
十
九
日
付
の
記
事
に
実
際
に
行
わ
れ
た
人
形
供

養
の
写
真
が
載
っ
て
い
る
。
同
紙
で
一
九
二
〇
、一
九
二
五
、一
九
二
六
年

と
帝
国
小
学
校
の
人
形
供
養
に
関
す
る
記
事
が
確
認
で
き
る
。
住
職
の
読

経
な
ど
、
現
代
と
同
じ
よ
う
に
人
間
と
同
じ
供
養
を
し
て
い
る
一
方
、
現

代
と
は
違
い
土
葬
形
式
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
先
行
研
究
で
は
斎
藤

良
輔
編
『
日
本
人
形
玩
具
辞
典
』
で
も
、
巣
鴨
の
帝
国
小
学
校
で
こ
の
前

年
の
一
九
一
八
年
に
行
わ
れ
た
も
の
が
現
在
の
形
で
の
「
人
形
供
養
」
の

最
初
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
実
は
古
く
か
ら
連
綿
と
続
い
て
き
た
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
近
代
以
降
、
現
代
的
な
観
念
と
と
も
に
構
成
さ
れ
て
き
た
現
代
的

な
供
養
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
た
め
、
現
代
人
の
人
形
観
を
考
え

る
上
で
も
外
せ
な
い
要
素
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
勿
論
人
形
供
養
と
い
う
新
し
い
供
養
が
突
然
現
れ
た
わ
け
で

は
な
い
。
人
形
供
養
行
事
の
前
身
に
は
前
述
の
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
る

道
具
供
養
の
ほ
か
、
雛
流
し
行
事
の
影
響
が
推
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の

雛
流
し
行
事
か
ら
始
ま
り
、
江
戸
中
期
ご
ろ
か
ら
現
代
に
い
た
る
ま
で
人

形
供
養
の
神
社
と
し
て
非
常
に
有
名
な
神
社
が
あ
る
。
そ
れ
が
和
歌
山
県

加
太
市
に
あ
る
淡
島
神
社
で
あ
る
。

⑵
淡
島
神
社
人
形
供
養

ま
ず
は
淡
島
神
社
の
概
要
を
軽
く
ご
紹
介
す
る
。
所
在
地
は
和
歌
山
県
和

歌
山
市
加
太
、
御
祭
神
は
少
彦
名
命
、
大
己
貴
命
、
息
長
足
姫
命
。
以
下
は

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
、「
淡
島
神
社
の
起
こ
り
」
で
あ
る）
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。

　
そ
の
昔
、
神
功
皇
后
が
三
韓
出
兵
か
ら
お
帰
り
の
際
、
瀬
戸
の
海
上

で
激
し
い
嵐
に
出
会
い
ま
し
た
。
沈
み
そ
う
に
な
る
船
の
中
で
神
に
祈

り
を
捧
げ
る
と
、
お
告
げ
が
あ
り
ま
し
た
。

　
「
船
の
苫
（
と
ま
）
を
海
に
投
げ
、そ
の
流
れ
の
ま
ま
に
船
を
進
め
よ
。」

そ
の
通
り
に
船
を
進
め
る
と
、
ひ
と
つ
の
島
に
た
ど
り
着
く
事
が
出
来

ま
し
た
。

そ
の
島
が
、
友
ヶ
島
で
す
。
そ
の
島
に
は
、
少
彦
名
命
と
大
己
貴
命
が

祭
ら
れ
て
い
て
、
皇
后
さ
ま
は
助
け
て
く
れ
た
お
礼
の
気
持
ち
を
込
め

て
、
持
ち
帰
っ
て
き
た
宝
物
を
お
供
え
に
な
り
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
何
年
か
経
ち
、
神
功
皇
后
の
孫
に
あ
た
ら
れ
る
仁
徳
天
皇

が
友
ヶ
島
に
狩
り
に
来
ら
れ
、
い
き
さ
つ
を
お
聞
き
に
な
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
島
で
は
何
か
と
ご
不
自
由
で
あ
ろ
う
と
、
お
社
を
対
岸
の
加

太
に
移
さ
れ
、
ご
社
殿
を
お
建
て
に
な
っ
た
の
が
、
加
太
淡
嶋
神
社
の

起
こ
り
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

図 2 令和 2年明治神宮人形感謝祭
ポスター （明治神宮 人形感謝祭公
式ブログ 
〈http://ningyoukansha.jugem.jp/〉
2020年1月30日付の記事より　2020
年6月29日参照）

図3 田中正流「人形供養にみる人形観の諸相」『かたち・あそび』
第16号（日本人形玩具学会、2005年）268ページより

14

12

10

8

6

4

2

0

資料二　人形供養の開始年

45年～   50年～   55年～   60年～   65年～   70年～   75年～   80年～   85年～   90年～   95年～   00年～
開始年

件

　数



211 210 『口承文芸研究』第 44号　2021年 3月

広
く
女
性
の
た
め
の
神
様
と
し
て
、
婦
人
病
・
安
産
祈
願
、
ま
た
縁
結

び
、
そ
し
て
雛
人
形
の
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
き
た
神
社
で
あ
る
。

淡
島
信
仰
は
江
戸
中
期
ご
ろ
に
流
行
し
、
淡
島
願
人
と
い
う
乞
食
坊
主

が
、
淡
島
明
神
を
か
た
ど
っ
た
人
形
を
入
れ
た
小
さ
な
社
を
携
え
て
淡
島

明
神
の
功
徳
を
説
い
て
歩
き
、
病
気
の
女
性
か
ら
衣
服
を
預
か
っ
て
代
参

を
請
け
負
っ
た
と
さ
れ
る
。
古
く
は
『
塵
塚
物
語
』（
一
五
五
〇
年
頃
）
に

も
そ
の
布
教
の
様
子
が
書
か
れ
て
い
る
。

ま
た
『
紀
伊
続
風
土
記
』（
一
八
三
九
年
完
成
）
18
（

）
に
は
祀
ら
れ
る
神
々
と

由
来
、
行
わ
れ
る
祭
り
の
他
、「
諸
侯
方
及
び
諸
国
の
士
庶
よ
り
雛
共
に
雛

の
其
婦
人
の
手
道
具
等
を
奉
納
す
る
事
夥
し
く
し
て
神
殿
中
に
充
満
す
」

と
い
う
よ
う
な
雛
奉
納
の
記
述
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
神
功
皇
后
が
少
彦

名
命
の
雛
を
作
り
奉
納
し
た
こ
と
が
始
ま
り
で
あ
り
、「
宇
禮
豆
玖
物
と
て

雛
を
作
り
て
翫
ひ
或
は
神
殿
に
納
れ
ば
婦
人
女
子
小
児
の
諸
病
を
攘
除
き

夫
婦
の
か
た
ら
ひ
の
妙
を
な
す
悪
神
を
祓
ひ
鎮
め
給
ふ
諸
国
の
雛
祭
り
も

是
よ
り
始
ま
る
と
ぞ
」
と
し
て
雛
祭
り
の
起
源
を
主
張
し
て
い
る
。
ま
た

書
か
れ
て
い
る
由
来
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
書
か
れ
て
い
る
右
記
の
も
の
と

ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
文
献
を
参
考
に
し
た
の
だ
ろ
う
と

い
う
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

そ
し
て
現
在
で
は
、
人
形
供
養
の
神
社
と
し
て
非
常
に
有
名
な
神
社
で

あ
る
。
年
末
年
始
、
仏
滅
、
祭
り
の
直
前
・
当
日
以
外
は
一
年
中
人
形
の

奉
納
を
受
け
付
け
て
い
る
。
社
殿
で
受
け
付
け
、
紙
の
ヒ
ト
ガ
タ
に
住
所
、

名
前
、
願
い
事
を
書
い
て
一
緒
に
提
出
す
る
。
納
め
ら
れ
た
人
形
は
ご
祈

祷
の
後
、「
人
形
は
出
来
る
だ
け
長
く
見
ら
れ
る
こ
と
で
幸
せ
に
な
れ
る
」

と
の
考
え
の
元
、
境
内
に
展
示

さ
れ
る
。
図
4
は
二
〇
一
九
十

一
月
二
十
四
日
に
宮
司
の
前
田

智
子
さ
ん
に
お
話
を
伺
う
た
め

に
訪
れ
た
際
、
筆
者
が
撮
っ
た

写
真
で
あ
る
。
祭
り
で
も
な
ん

で
も
な
い
平
時
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
社
殿
の
両
側
に
人

形
が
び
っ
し
り
と
飾
ら
れ
て
い

る
の
が
強
烈
な
印
象
を
与
え

る
。そ

し
て
年
中
行
事
と
し
て
有

名
な
の
が
、
毎
年
三
月
三
日
に

行
わ
れ
る
「
雛
流
し
神
事
」
で

あ
る
。
納
め
ら
れ
た
人
形
の
一
部
と
提
出
さ
れ
た
ヒ
ト
ガ
タ
を
三
艘
の
舟

に
乗
せ
、
女
性
が
担
い
で
社
殿
の
近
く
の
桟
橋
か
ら
流
す
と
い
う
行
事
で

あ
る
。
江
戸
中
期
、
紀
州
の
徳
川
の
お
姫
様
の
初
節
句
に
健
康
、
厄
払
い

と
し
て
一
対
の
お
雛
様
を
奉
納
し
た
の
が
き
っ
か
け
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

宮
司
さ
ん
曰
く
、
か
つ
て
は
神
社
の
す
ぐ
前
の
海
に
参
拝
者
が
そ
れ
ぞ
れ

流
し
て
い
た
が
、
昭
和
三
十
七
年
か
ら
加
太
の
観
光
行
事
と
し
て
推
し
て

い
く
こ
と
に
な
り
、
現
在
の
形
式
に
な
っ
た
と
の
こ
と
。

さ
て
先
ほ
ど
、
江
戸
中
期
か
ら
人
形
供
養
の
神
社
と
し
て
有
名
だ
っ
た
、

と
述
べ
た
。
確
か
に
、
人
形
供
養
と
い
う
言
葉
こ
そ
出
て
こ
な
い
も
の
の
、

こ
の
よ
う
な
雛
の
奉
納
は
間
違
い
な
く
現
代
の
淡
島
神
社
の
雛
流
し
に
つ

な
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
上
記
の
『
紀
伊
続
風
土
記
』
の
記
述
を
み
る

と
、
人
形
を
供
養
す
る
と
い
う
よ
り
も
雛
を
奉
納
し
て
そ
れ
を
媒
体
と
し
、

女
性
や
子
供
の
病
を
除
く
と
い
う
願
い
を
掛
け
る
と
い
う
意
味
が
強
い
と

思
わ
れ
る
。
宮
司
さ
ん
も
、
か
つ
て
は
藁
や
木
な
ど
自
然
に
還
る
も
の
を

人
形
に
見
立
て
て
流
し
て
い
た
と
も
述
べ
て
お
り
、
呪
具
と
し
て
の
使
用

と
い
う
印
象
が
強
い
。

対
し
、
現
代
で
も
厄
払
い
で
預
け
る
人
も
い
る
も
の
の
、
上
記
の
よ
う

な
神
社
で
人
形
が
大
量
に
飾
ら
れ
て
い
る
様
子
や
、
調
査
の
際
の
参
拝
者

の
様
子
な
ど
か
ら
み
て
も
人
形
が
主
役
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。

人
形
供
養
の
変
化
と
い
う
形
で
こ
こ
に
も
人
形
観
の
変
化
が
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
先
ほ
ど
「
髪
が
伸
び
る
人
形
」
の
項
で
も
取
り
上
げ
た
が
、
収
集

し
た
娯
楽
雑
誌
記
事
に
い
く
つ
か
淡
島
神
社
が
登
場
し
て
い
た
。
こ
れ
は

や
は
り
常
時
神
社
に
人
形
が
び
っ
し
り
と
飾
ら
れ
て
い
る
異
様
さ
や
、
ひ

い
て
は
人
形
の
印
象
が
強
い
神
社
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
恐
怖
の
対
象
と

な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
人
形
と
そ
れ
に
対
す
る
恐
怖
と
は
切
り
離
せ
な
い

も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

お
わ
り
に

こ
の
よ
う
に
、
現
代
日
本
に
お
け
る
人
形
観
の
変
化
は
様
々
な
場
面
で

如
実
に
表
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
口
承
文
芸
の
研
究
で
救
い
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
特
に
人
形
に
対
す
る
「
恐
怖
」
は
人
形
観
に

お
い
て
非
常
に
重
要
な
要
素
で
あ
り
、
そ
の
た
め
人
形
の
怪
異
の
研
究
に

よ
っ
て
現
代
日
本
人
の
霊
魂
観
や
怪
異
観
を
探
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え

て
い
る
。

今
回
は
人
形
の
怪
異
を
性
質
ご
と
に
分
類
し
て
定
義
し
、
報
告
の
多
い

類
似
事
例
を
い
く
つ
か
紹
介
し
た
。
し
か
し
、
メ
リ
ー
さ
ん
の
電
話
や
リ

カ
ち
ゃ
ん
電
話
、
青
い
目
の
人
形
、
二
宮
金
次
郎
像
の
怪
な
ど
、
見
逃
し

が
た
い
影
響
を
持
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
調
査
不
足
で
今
回
言
及
で

き
な
か
っ
た
説
話
も
数
多
く
存
在
す
る
。
ま
た
前
述
の
チ
ャ
ッ
キ
ー
な
ど
、

現
代
日
本
人
に
も
影
響
の
大
き
い
海
外
の
事
例
も
含
め
、
そ
れ
ら
は
今
後

の
課
題
と
し
た
い
。
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表４　髪の伸びる人形
No. 地域 場所 人形の種類 内容要約 掲載誌 発行年 備考
1 大阪（北海道土産） アイヌ人形 十年ぶりにケースを開け

たら伸びていた 毎日新聞 1978

2-a 北海道空知郡栗沢 万年寺 市松人形 基本的な紹介 女性自身 1990 通称：
お菊人形

2-b 同 同 同 基本的な紹介 女性セブン 1991 同
2-c 同 同 同 お菊人形の表情が大人び、

口が開いてきている 女性セブン 1993 同

2-d 同 同 同 お菊人形は傷みから非公
開に 女性セブン 2015 同

3-a 山梨県須玉町 臨済宗東漸寺 木目込み人形 髪が伸びる。気味が悪い
ので預けた。 週刊女性 1991

3-b 同 同 同 預けた後も伸び続けた ムー 2006

4-a 市松人形 様々な怪異を起こす 女性自身 1990 語り手：
稲川淳二

4-b 同 ほぼ同 女性セブン 1990 同
4-c 同 ほぼ同 微笑 1991 同
4-d 同 ほぼ同 女性セブン 1994 同
5-a 和歌山県和歌山市

加太 淡島神社 多種多様 髪が伸びる、笑う、泣く 女性セブン 1993

5-b 同 同 同 いわれのある人形だけは
地下蔵に保管 ＦＲＩＤＡＹ 1997

5-c 同 同 髪が伸びる /表情が変わる ＦＲＩＤＡＹ 2002

5-d 同 同 夜は人形が瞬きする、首
が回る、口を開ける 実話ナックルズ 2008

6 埼玉県秩父郡
小鹿野町 地蔵寺 日本人形 3年のみ髪が伸びた 女性セブン 1991

7-a 北海道帯広市 鬼子母神像 髪が伸びる 女性自身 1990

7-b 北海道帯広市
柏林台南町 妙徳堂 鬼子母神像 髪が伸びる 女性セブン 1991

8 北九州市戸畑 寂光寺 鬼子母神像 髪が伸びる 女性セブン 1991
9 京都市上京区 瑞雲院 稚児如来像 髪が伸びる 女性セブン 1991

10 岩手県遠野市 民宿「とおの」 日本人形 ザシキワラシのご神体の
髪が伸びる 読売新聞 2008

11-a 大分県大分市 曹洞宗良福寺 日本舞踊人形 娘の夢見が悪い。髪が伸
びて抜け落ちる。 ムー 2011

11-b 同 同 同 ほぼ同 女性セブン 2015

12 長野県長野市戸隠 日本人形 20年前から右側の髪が伸
び続ける 女性セブン 2015

〈類似例〉
13-a 和歌山県田辺市 市松人形 背中から汗びっしょり、

白髪が生える 女性自身 1990

13-b 同 同 白髪が生える 女性セブン 1991

13-c 同 同 霊能者に見てもらった。
女の子が入っている。 女性セブン 1992

14-a お雛様 下唇に肌色の舌が生えた 女性自身 1989
14-b 静岡県 ある家 同 ほぼ同 女性自身 1990
15 山梨県須玉町 臨済宗東漸寺 フラダンス人形 髪のパーマがストレートに 週刊女性 1991


