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夏な 

越ご
し 

の 

大お
お 

祓
は
ら
い 

（
疫
病
退
散
）
の 

御 

案 

内 

「
水
無
月
の
夏
越
の
祓
い
す
る
人
は 

ち
と
せ
の
命
の
ぶ
と
い
ふ
な
り
」 

『「

大
祓

お
お
は
ら
え

』」

と
は
、
半
年

は
ん
と
し

毎ご
と

に
執
り
行
わ
れ

と

り

お

こ

な

わ

れ

、
日
常
知
ら
ず
知
ら
ず
に
犯
し
て
い
る
過
ち
や
、
目
に
は

見
え
な
い
心
身
の
罪
穢
を
、「
人
形
」
に
移
し
、
祓
い
清
め
る
日
本
古
来
よ
り
の
神
事
で
あ
り
ま
す
。 

罪
と
は
悪
い
こ
と
を
し
た
罪
で
は
な
く
身
体
を
包
み
隠
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
り
、
穢
と
は
汚
い
こ
と

で
は
な
く
生
命
の
気
を
枯
ら
し
て
し
ま
う
事
で
、
様
々
な
病
気
や
悩
み
、
苦
し
み
の
原
因
と
さ
れ
ま
す
。 

当
神
社
に
お
き
ま
し
て
は
、
厳
し
い
夏
本
番
を
前
に
半
年
分
の
罪
穢
の
一
切
を
祓
い
清
め
、
無
病
息
災

を
祈
願
す
る
「
夏
越
の
大
祓
・
茅
の
輪
く
ぐ
り
」
を
六
月
二
十
八
日
（
日
）
午
後
三
時
よ
り
斎
行
致
し

ま
す
の
で
、
お
誘
い
合
わ
せ
御
参
列
下
さ
い
ま
す
よ
う
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。 

今
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
予
防
対
策
と
し
て
、
参
列
者
の
マ
ス
ク
着
用
厳
守
と
三
密
を
避
け

て
行
う
と
と
も
に
、
直
会
を
簡
素
化
し
て
行
い
ま
す
の
で
ご
理
解
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。 

尚
、
参
列
出
来
な
い
方
で
も
、
自
宅
に
お
い
て
、
形
代
（
身
代
わ
り
）
祓
い
を
行
う
こ
と
が
出
来
ま
す

の
で
、
ご
家
族
皆
さ
ん
で
お
受
け
下
さ
い
。 

 【
お
祓
い
方
法
】 

◆
参
列
さ
れ
る
際
は
、
事
前
申
し
込
み
不
要
で
、
十
五
分
前
ま
で
お
越
し
下
さ
い
。
終
了
後
は

婦
人
部
の
ご
協
力
に
よ
り
直
会
が
あ
り
ま
す
。（
未
使
用
の
形
代
は
そ
の
ま
ま
ご
返
納
下
さ
い
。
） 

◆
参
列
出
来
な
い
方
が
各
自
で
お
祓
い
す
る
方
法
は
、
一
人
一
体
の
人
形
を
と
り
、
悪
し
き
も

の
を
移
す
よ
う
念
を
込
め
、
頭
か
ら
足
ま
で
全
身
を
な
で
ぬ
ぐ
い(

特
に
不
調
の
と
こ
ろ
は
、

念
入
り
に)

、
そ
の
後
人
形
に
三
度
息
を
吹
き
掛
け
、
最
後
に
お
名
前
と
年
齢
を
記
入
し
、

袋
に
納
め
ま
す
。 

車
形
も
同
じ
く
車
を
さ
す
り
、
車
輌
番
号
・
運
転
者
を
記
入
し
袋
に
入
れ
ま
す
。 

終
わ
り
ま
し
た
ら
、
申
込
書
（
袋
）
に
住
所
・
氏
名
と
そ
の
下
に
ご
家
族
の
人
数
を
記
入
し
、

事
前
に
神
社
に
ご
持
参
頂
く
（
社
務
所
が
不
在
の
時
は
賽
銭
箱
に
お
納
め
下
さ
い
）
か
、
又

は
各
地
区
総
代
ま
で
お
届
け
下
さ
い
。
郵
送
で
も
お
受
け
致
し
ま
す
。 

◆
形
代
が
不
足
の
際
は
神
社
に
置
い
て
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
自
由
に
お
持
ち
下
さ
い
。 

◆
初
穂
料
は
お
心
持
ち
で
結
構
で
す
。 

◆
お
申
込
者
に
は
、
大
祓
修
符
と
茅
の
輪
御
守
、
各
自
の
大
祓
身
守
を
授
与
致
し
ま
す
。 

坪 

沼 

八 

幡 

神 

社 

鎮
座
地 

仙
台
市
太
白
区
坪
沼
字
舘
前
東
六
九 
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五
八
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茅の輪くぐりの様子 

茅
の
輪
く
ぐ
り
と
お
守
り
の
由
来 

夏
越
の
大
祓
で
は
疫
病
退
散
の
故
事
に
な
ら
っ
て
「
茅
の
輪
く
ぐ
り
」
を
致
し
ま
す
。 

こ
れ
は
日
本
神
話
に
由
来
し
て
お
り
、
い
か
に
日
本
人
が
昔
か
ら
疫
病
を
恐
れ
向
き
合
っ
て
き
た

か
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。 

「
茅
の
輪
」
に
は
こ
ん
な
由
来
が
あ
り
ま
す
。
「
釈
日
本
紀
」
備
後
国
風
土
記
逸
文
に
よ
る
と
、
む

か
し
、
あ
る
村
に
蘇
民
将
来
（
そ
み
ん
し
ょ
う
ら
い
）、
巨
旦
将
来
（
こ
た
ん
し
ょ
う
ら
い
）
と
い

う
兄
弟
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。 
あ
る
日
、
武
塔
天
神
（
ぶ
と
う
て
ん
じ
ん
）
と
い
う
神
さ
ま
が
旅

の
途
中
、
村
に
立
ち
寄
り
、
裕
福
な
巨
旦
将
来
に
一
夜
の
宿
を
求
め
ま
し
た
が
断
ら
れ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
次
に
兄
の
蘇
民
将
来
に
一
夜
の
宿
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
貧
し
い
に
も
関
わ
ら
ず
で
き
る

限
り
の
も
て
な
し
を
し
ま
し
た
。 

翌
朝
、
宿
を
か
り
た
武
塔
天
神
は
、
「
わ
れ
は
ス
サ
ノ
オ
の
神
な
り
」
と
名
乗
り
、
「
も
し
疫
病
が

流
行
し
た
時
に
は
、
蘇
民
将
来
と
そ
の
子
孫
は
茅
を
以
っ
て
輪
を
作
り
腰
に
付
け
て
お
れ
ば
免
れ

る
で
あ
ろ
う
」
と
言
い
残
し
去
っ
て
い
き
ま
し
た
。 

そ
し
て
疫
病
が
流
行
し
た
と
き
に
巨
旦
将
来
の
家
族
は
病
に
倒
れ
ま
し
た
が
、
蘇
民
将
来
と
そ
の

家
族
は
茅
の
輪
の
お
か
げ
で
助
か
っ
た
そ
う
で
す
。 

 

こ
の
言
い
伝
え
か
ら
流
行
病
や
食
中
毒
が
多
く
な
り
体
調

を
く
ず
し
や
す
い
夏
に
、
茅
の
輪
を
く
ぐ
っ
て
無
病
息
災
を

い
の
る
行
事
が
古
く
か
ら
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

当
社
に
お
き
ま
し
て
は
、
茅
の
輪
は
大
祓
当
日
の
前
日
か
ら

一
週
間
程
度
境
内
に
設
け
て
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
自
由
に
く

ぐ
っ
て
下
さ
い
。 

 

【
茅
の
輪
の
く
ぐ
り
方
】 

正
面
で
一
礼
の
後
、
左→

右→

左
と
周
り
、 

最
後
に
正
面
か
ら
神
前
に
進
み
参
拝
す
る
。 


