
翻
刻
『
俳
譜
歳
時
記
』
（
十
1
1
）

播
　
本
　
眞
　
一

　
　

は
じ
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
　

　
本
稿

は
、
「
翻
刻
『
俳
譜
歳
時
記
』
（
一
）
」
～
r
同
（
十
1
　
）
」
に

続
き
、
曲
亭
馬
琴
（
一
七
六
七
～
一
八
四
八
）
が
！
［
S
和
I
I
I
u
r
　
（
1
八
o

111）
に

刊
行
し
た
『
俳
譜
歳
時
記
』
（
二
巻
二
冊
、
横
本
）
を
翻
刻
す

る
も
の
で
あ
る
。
今
回
は
紙
幅
の
都
合
で
、
下
冊
「
秋
之
部
」
百
八
十

七
丁

ウ
ラ
一
行
目
か
ら
同
二
百
四
丁
オ
モ
テ
十
二
行
目
ま
で
を
対
象
と

し
た
。
凡
例
な
ど
は
前
記
拙
稿
（
一
）
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
　
『
俳
譜
歳
時
記
』
翻
刻

俳
譜
歳
時
記
秋
之
部
　
江
戸
　
曲
亭
主
人
纂
輯

あ
め
の
う
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
う
　
　
　
　
　
か
じ
か

江

鮭
　
九
月
、
大
津
四
の
宮
祭
に
多
く
此
も
の
を
賞
ス
。
　
河
鹿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
く

蛙
也
。
好
み
て
山
川
に
あ
り
。
夏
の
季
よ
り
秋
に
至
り
て
鳴
。
歌
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
よ
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
ぜ
ず
　

か

は
つ
と
の
み
詠
て
、
か
し
か
と
は
詠
ず
。
俗
伝
に
、
西
行
に
歌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
く
せ
つ
　
　
　
　
　
か
ん
か
ふ

あ
り
と
い
ふ
も
の
は
、
臆
説
に
し
て
考
る
所
な
し
。
そ
の
声
、
鹿
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
し
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
は
し

似
た
れ
は
、
俗
、
呼
で
河
鹿
と
い
ふ
か
。
委
く
は
春
之
部
蛙
の
条
下

　
ち
う
　
　
　
　
　
　
か
し
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
　
ふ
　
　
　
　
た
ぐ
ひ
　
　
　
す
い
て
い

に

注
せ

り
。
　
鯉
　
正
字
は
黄
顯
魚
、
杜
父
魚
の
属
也
。
水
底
に

　
　
　
な
く
　
　
　
　
こ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
く
わ
う
そ
う
ぎ
ょ
　
か
し
か

あ
り
て
鳴
魚
也
。
故
に
こ
の
魚
を
誤
り
て
河
鹿
と
称
ス
。
諸
国
に
あ
り
。

伊

予
・
越
前
・
越
後
・
加
賀
・
近
江
・
山
城
等
に
多
し
。
そ
の
土
地
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
う
ゐ

よ
り
て
名
も
か
は
り
、
形
も
声
も
大
同
小
異
也
。
石
伏
、
こ
り
、
石

く
ら
ひ
、
石
も
ち
。
又
、
川
お
こ
せ
〈
伏
見
〉
、
く
ち
な
は
と
ん
こ

〈伊
与
〉
、
ま
る
〈
嵯
峨
〉
、
む
ご
〈
近
江
〉
、
あ
ら
れ
魚
〈
越
前
〉
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　
ヰ
　
ヂ
　
タ
　
　
ム
ぶ
　

の

外
に

も
猶
あ
り
。
近
こ
ろ
『
山
海
名
産
図
会
』
て
ふ
書
に
、
委
く
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
な
　
　
　
　
ル
　
　
ニ
　
　
ひ
し
こ

れ

を
論
じ
た
れ
は
、
こ
＼
に
略
記
ス
。
　
下
リ
簗
　
蛇
入
レ
穴
　
鰻

一
説
に

春

と
す
、
未
レ
詳
。
故
に
今
両
季
に
出
ス
。
　
新
酒
　
○
中
汲

　
も
ろ
み
　
に
ご
り
　
　
ど
び
ろ
く
　
　
か
　
　
あ
ら
は
し
り

o
浩

○

濁
酒
○
除
藤
漉
○
新
酒
糟
　
新
走
　
池
田
・
伊
丹
の
新
酒

　
　
　
　
　
て
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
う
し
ん

船
、
大
抵
、
季
秋
初
冬
の
間
に
江
戸
着
す
。
そ
の
、
は
し
め
て
入
津
す

る
も
の
を
あ
ら
は
し
り
と
い
ふ
0
（
百
八
十
七
ウ
）

閲
圓
　
こ
の
月
、
夜
や
う
や
く
長
し
。
ゆ
ゑ
に
夜
長
月
と
い
ふ
。
又
略
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し
て
長
月
と
い
ふ
な
り
。

　
　
ぷ
　
ゑ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と

　
　
無
射
　
律
　
寒
露
　
節
　
秋
分
の
後
十
五
日
、
斗
辛
に
さ
す
也
。

　
　
さ
　
つ
ず
マ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ

　
　
霜
降
　
中
　
寒
露
の
後
十
五
日
、
斗
戊
に
建
す
を
霜
降
と
す
。

　
　
　
　
　
　
　
び
や
う
し
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
す
ゑ
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

季
秋

［月
令
］
　
抄
秋
［
月
令
広
義
］
［
句
会
］
　
梢
の
秋
　
和
俗

　
　
レ
　
　
　
　
　
　
　
こ
す
ゑ
の
あ
き

所
・
用
。
　
玄
月
素
秋
九
月
に
限
ら
す
、
秋
の
異
名
也
。
　
紅
樹

　
　
　
　
　
　
　
う
た
か
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
た
い
し
し

通
俗
志
に

出
ツ
。
　
疑
ら
く
は
紅
樹
月
の
誤
な
ら
ん
。
韓
退
之
詩
に
、

春
風
紅
樹
鶯
眠
処

と
あ
れ
は
、
紅
樹
と
は
か
り
は
、
九
月
の
異
名
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
み
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
さ
め

あ
る
べ
か
ら
ず
。
　
晩
秋
　
紅
葉
月
［
蔵
玉
］
　
媒
覚
月
［
同
抄
］

　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
プ
て
め
　
　
　
ノ
ル

小
田
苅
月
［
同
上
］
　
木
染
月
菊
月
菊
秋
　
和
俗
所
レ
称
。
　
色
ど

る
月
　
木
々
の
葉
の
も
み
ち
す
る
よ
り
名
つ
く
。
木
す
ゑ
の
秋
と
い
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
と
う

に

お
な
じ
。
（
百
八
十
八
オ
）
御
燈
三
日
春
三
月
に
お
な
し
。
北

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
か
ん
で
ん

斗
に
灯
を
奉
ら
る
也
。
［
公
事
根
源
］
　
不
堪
田
の
奏
　
不
堪
佃
田
の

ま
う
し
ふ
み

申
文
〈
九
月
七
日
、
式
日
五
日
〉
。
［
江
（
家
）
次
第
］
こ
れ
は
諸
国

　
　
　
そ
ん
も
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
て
せ
い

の

田
の
損
毛
し
た
る
所
々
の
目
録
を
し
て
奉
る
。
そ
れ
に
つ
き
て
租
税

　
　
　
　
　
　
ゆ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
は

を
三
分
二
な
ど
免
し
給
ふ
こ
と
あ
り
。
細
し
く
は
諸
国
よ
り
坪
付
帳
を

　
　
　
　
　
　
　
ち
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き
や
う

奉
れ
ば
、
大
臣
、
陣
に
つ
き
定
め
申
て
、
諸
国
に
施
行
あ
り
し
也
o
作

　
　
た
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
か
ん
て
ん

る
に
堪
ざ
る
田
と
い
ふ
ご
s
う
に
て
、
不
堪
田
と
申
な
り
。
［
公
事
根

源
］
　
桂
の
宮
相
撲
　
八
日
　
六
条
の
北
、
西
洞
院
の
西
、
九
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
だ
ん

桂

ノ
宮
相
撲
。
［
拾
芥
抄
］
天
暦
の
御
時
、
震
旦
よ
り
渡
り
し
僧
を

て

う
し
う

長
萎
と
な
ん
い
ひ
け
る
。
元
ト
医
師
に
な
ん
有
け
る
。
桂
の
宮
の
前
に

大

な
る
桂
の
木
あ
り
け
れ
ば
、
桂
の
宮
と
そ
人
い
ひ
け
る
。
長
萎
は
、

　
　
け
い
し
ん

唐
の
桂
心
に
ま
さ
る
と
い
へ
り
。
［
今
昔
物
語
］
桂
ノ
宮
一
町
、
云
云
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
ん
ゆ

［雍

州
府
志
］
神
社
第
宅
等
、
詳
ひ
ら
か
な
ら
す
。
　
泉
涌
寺
舎
利
会

　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
や
り

八

日
　
洛
の
泉
涌
寺
舎
利
殿
に
お
ひ
て
、
毎
年
九
月
八
日
舎
利
会
を
行

　
　
　
　
　
　
　
り
つ
し
た
ん
か
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ゆ
ぢ
　
　
ぶ
つ
げ

ふ
。
音
楽
あ
り
。
律
師
湛
海
、
宋
の
白
蓮
寺
よ
り
受
持
の
仏
牙
也
。

重
陽
　
重
九
　
重
陽
の

宴
　
九
月
九
日
は
節
日
に
て
（
百
八
十
八
ウ
）

　
　
　
　
　
　
　
え
ん

侍
れ

は
、
菊
花
の
宴
行
は
る
。
こ
れ
を
重
陽
の
宴
と
申
す
。
九
月
九
日

は
、
月
と
日
と
九
、
陽
の
数
に
か
な
ふ
が
故
に
、
重
陽
と
は
い
ふ
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
た
ち
め
　
み
こ

昔

は
、
天
子
南
殿
に
出
御
な
り
て
、
節
会
行
は
る
。
上
達
部
、
御
子
達

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ん
だ
い

よ
り
は
じ
め
て
、
そ
の
道
の
も
の
皆
探
題
を
給
り
、
文
作
り
、
文
台
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
を

の

せ

て
講
ぜ
ら
る
。
十
月
の
旬
の
み
に
あ
ら
ず
、
氷
魚
給
ふ
例
あ
り
。

又
群
臣
に
菊
花
を
た
ま
は
る
。
大
か
た
は
五
日
の
節
会
に
お
な
じ
。
御

　
　
　
　
　
し
ゆ
　
ゆ

帳
の
左
右
に
茱
萸
の
袋
を
か
く
。
御
前
に
菊
瓶
を
お
く
。
又
茱
萸
の
房

　
　
　
　
　
く
　
み

　
　
　
　
　
さ
し
は
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
く

を
折
て
頭
に
挿
め
ば
、
悪
気
を
避
る
と
い
ふ
本
文
あ
り
。
［
公
事
根

源
］
今
按
ず
る
に
、
『
類
聚
国
史
』
七
十
五
巻
に
桓
武
天
皇
の
御
製
を

の

せ載

ら
る
。
云
ク
、
延
暦
十
六
年
十
月
、
曲
宴
ア
リ
。
酒
酷
ニ
シ
テ
皇
帝

　
　
　
　
こ
　
の
　
こ
　
ろ
　
の
　
し
　
く
　
れ
　
の
　
あ
　
め
　
に
き
く
の
　
に
　
な
　
ち
　
り
　
そ
　
し
　
ぬ
　
へ
　
き

歌
テ

日
、
己
乃
己
呂
乃
志
具
礼
乃
阿
米
爾
菊
乃
波
奈
知
利
曾
之
奴
倍
岐

あ

ニ

ら
そ
め
か
を

阿
多
良
蘇
乃
香
乎
。
こ
れ
を
も
て
お
も
ふ
に
、
此
時
既
に
十
月
残
菊
の

宴
行
れ
し
と
見
え
た
り
。
は
た
、
菊
の
歌
ふ
る
き
も
の
に
見
え
た
る
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
や
う
と
く

是

は
じ
め
也
。
『
万
葉
（
集
）
」
に
菊
の
歌
l
種
も
な
し
。
称
徳
・
光

　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ろ
こ
し

仁
の

御
代
な
ど
に
、
唐
山
よ
り
菊
の
わ
た
り
た
る
に
や
。
菊
ば
か
り

わ

く
ん

和
訓
を
い
は
で
、
音
の
ま
f
に
と
な
へ
来
り
し
は
、
そ
の
頃
ま
で
は
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
は
　
ら
　
よ

訓

な
か
り
し
に
や
。
『
和
名
（
類
従
）
抄
』
（
百
八
十
九
オ
）
加
波
良
与

も
　
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
は
　
ら
　
お
　
ば
　
き

毛
木
、
ま
た
可
波
良
於
波
岐
と
出
せ
り
。
　
菊
花
の
宴
　
俗
説
に
、
周

　
ほ
く
わ
う
　
　
れ
う
し
ゆ
せ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
も
ん
　
　
し
ゃ
く
そ
ん
　
　
　
　
　
　
　
じ
と
う

の

穆
王
、
霊
鷲
山
に
て
、
法
花
の
秘
文
を
釈
尊
よ
り
受
て
慈
童
に
伝

一
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し
こ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
た
ち
　
　
　
　
　
　
ぎ

へ
、

慈
童
八
百
余
歳

を
た
も
ち
、
貌
少
年
の
如
し
。
魏
の
文
帝
の
時
、

　
　
ほ
う
ア
て
　
　
か
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
け

名
を
彰
祖
と
更
て
文
帝
に
此
術
を
授
け
奉
る
。
文
帝
こ
の
術
を
受
て
寿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
う
た
ん

七
十
歳
、
今
の
重
陽
の
宴
、
是
也
と
。
こ
の
説
妄
誕
の
甚
シ
き
と
い
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
う
そ
　
て
い
せ
ん
ぎ
よ
く
　
げ
ん
そ
ん
　
　
　
　
　
せ
ん
　
　
　
　
　
け
ん

べ
し
。
『
列
仙
伝
』
に
、
彰
祖
は
帝
頴
頂
の
玄
孫
、
姓
は
銭
、
名
は
鰹
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ず
い
ろ
う
　
　
　
　
　
ほ
く

周
に
至
り
八
百
歳
に
し
て
衰
老
せ
ず
。
穆
王
召
し
て
大
夫
と
せ
ん
と
す
。

　
　
せ
う
　
　
　
あ
つ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
く

病

と
称
じ
て
与
ら
ず
。
後
、
遂
に
流
砂
の
西
に
往
。
彰
祖
の
伝
、
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
く
わ
い
　
　
　
　
　
　
　
や
し

く
の
ご
と
し
。
慈
童
か
事
を
以
て
附
会
す
る
も
の
は
、
元
、
野
史
小
説

　
き
ゴ
リ
　
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
で

の

綺
語
よ
り
出
ツ
。
菊
花
宴
は
秦
・
漢
以
来
既
に
あ
り
。
『
西
京
雑
記
』

　
　
　
　
　
　
て
き
ふ
し
ん
　
　
ろ
　
じ
　
か
は
い
ら
ん
　
　
　
　
　
　
　
ふ
ト
う
　
　
　
だ
ん
し
ヵ

巻
の

三
に

云
、
戚
夫
人
の
侍
児
買
侃
蘭
、
後
出
て
扶
風
の
人
段
儒
が
妻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
く
　
　
し
か
か
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゆ
ゆ

と
な
り
、
宮
内
に
あ
り
し
時
の
こ
と
を
説
、
云
云
。
九
月
九
日
茱
萸
を

お

ひ
　
　
　
く
さ
も
ナ
つ

侃
、
蓬
餌
を
食
ひ
、
菊
花
酒
を
飲
む
。
人
を
し
て
長
寿
な
ら
し
む
。
菊

　
ひ
ら
く
　
マ
こ
　
　
　
く
き
は
　
　
あ
は
ご
と
　
　
　
　
き
　
び
　
　
ま
じ
　
　
　
　
　
　
　
じ
や
う

花

辞
く
時
、
茎
葉
を
井
採
り
、
黍
米
に
雑
へ
こ
れ
を
醸
し
、
来
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゆ
く
　
　
　
　
つ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

九

月
九
日
に
至
り
始
て
熟
す
。
就
て
こ
れ
を
飲
む
。
こ
れ
を
菊
花
酒

　
　
　
　
ぎ

と
い
ふ
。
魏
よ
り
以
前
、
既
に
此
如
し
。
　
菊
花
酒
（
百
八
十
九
ウ
）

し
よ
な
ん
　
く
わ
ん
た
ノ
い
　
ひ
て
う
ほ
う
　
し
た
つ
ひ
　
ゆ
う
が
く
　
　
　
　
　
　
い
ふ

汝

南
の
桓
景
、
費
長
房
に
随
て
遊
学
す
。
長
房
謂
て
云
ク
、
九
月

　
　
　
　
　
　
さ
い
や
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
か
　
　
　
　
　
　
　
し
ゆ
ゆ

九

日
汝
が
家
に
実
厄
あ
り
。
家
人
を
し
て
緯
き
袋
を
作
り
、
茱
萸
を
盛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
み

　
　
ひ
ぢ
　
　
つ
な
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ま
　
　
　
　
　
　
　
わ
ざ
は
ひ

り
、
肘
に
繋
し
め
、
高
き
山
に
登
り
て
菊
花
酒
を
飲
は
、
こ
の
禍

ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
タ
ベ
り
　
マ
マ
　

消
す
へ
し
と
o
桓
景
、
そ
の
言
の
如
く
し
て
、
家
挙
り
て
山
に
登

　
　
ゆ
ふ
へ
　
　
　
　
　
　
か
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
う
し

る
。
夕
に
至
り
て
還
れ
は
、
難
犬
皆
暴
死
す
。
長
房
が
云
、
こ
れ
に

か
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

代
れ

り
。
今
の
人
、
九
日
に
至
り
て
菊
花
酒
を
飲
む
こ
と
、
こ
れ
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

は
じ
ま
れ
り
。
［
続
斉
譜
記
］
『
西
京
雑
記
』
の
説
、
前
に
記
す
。
　
茱

み萸
袋

　
前
に
注
す
。
　
高
き
に
登
る
　
［
風
土
記
］
［
続
斉
譜
記
］
九
月

九

日
望
郷
台
、
云
云
。
［
唐
詩
］
　
九
日
小
袖
　
九
月
朔
日
よ
り
八
日

　
　
　
　
　
　
あ
は
て

に

至

り
て
、
各
袷
を
着
す
。
九
日
よ
り
、
良
賎
み
な
綿
入
小
袖
也
。

あ
た
シ
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
か
い
　
　
し
ん
に
く

温

酒
　
九
月
九
日
は
寒
温
の
境
、
身
肉
わ
か
る
s
時
也
。
此
時
、

　
　
の

酒
を
飲
め
は
病
を
得
ず
。
今
日
よ
り
酒
あ
た
s
め
用
る
よ
し
、
『
世
諺

　
　
　
　
　
の

問
答
』
に
も
載
せ
た
ま
へ
り
。
後
光
明
峯
寺
殿
下
の
抄
に
も
見
え
た
り
。

　
か
さ
ね

菊

襲
　
九
月
、
衣
類
菊
襲
衣
〈
表
白
、
裏
紫
、
か
さ
ね
あ
る
べ
し
〉
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
さ
ね

［清
厳
正
徹
記
］
九
月
節
句
よ
り
二
つ
襟
。
［
御
湯
殿
記
］
地
下
の
良
賎
、

　
　
は
な
だ

今
日
繰
維
色
の
小
袖
を
用
ひ
て
、
九
日
小
袖
と
い
ふ
。
（
百
九
十
オ
）

　
　
き
で
わ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
へ

菊
の
着
綿
　
九
日
夜
に
入
り
て
御
殿
の
南
階
に
多
く
菊
花
を
植
、
そ
の

菊
に

赤
白
黄
の
綿
を
丸
め
、
菊
花
に
作
り
て
枝
々
に
付
る
也
。
今
日
、

ゐ

ふ
ひ

葵

を
菊
花
に
と
り
替
ら
る
＼
と
も
い
へ
り
。
［
御
湯
殿
記
］
九
月
九
日

菊
に
綿
着
す
る
こ
と
、
何
の
頃
よ
り
は
し
ま
れ
り
と
も
見
侍
ら
ず
。
ロ
ハ

　
　
も
て
あ
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
せ

菊
を
玩
ぶ
の
あ
ま
り
に
寒
霜
を
防
が
ん
と
の
志
と
そ
覚
侍
る
。
［
世

　
　
　
　
　
　
　
せ
つ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
せ
き

諺
問
答
］
　
菊
の
節
句
　
栗
の
節
句
　
本
邦
の
俗
、
九
月
九
日
親
戚
・

　
　
　
た
か
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

朋

友
、
迭
に
相
贈
る
に
栗
を
以
し
、
菊
花
酒
を
飲
む
ゆ
ゑ
に
、
菊
司

節
句
と
も
ま
た
栗
の
節
句
と
も
い
ひ
な
ら
は
せ
り
。
　
後
の
雛
　
雛
祭
、

三
月
三
日
、
九
月
九
口
な
り
。
む
か
し
は
定
れ
る
時
節
は
な
き
に
や
。

重
陽
に

も
雛
祭
る
こ
と
な
り
。
『
源
氏
物
語
』
に
は
、
つ
ね
に
も
雛
あ

そ
び
あ
り
と
見
え
た
り
。
こ
の
雛
遊
の
源
を
尋
る
に
、
千
早
ぶ
る
神
の

　
　
　
　
　
　
か
ん
わ
ざ

代

よ
り
伝
れ
る
神
業
と
な
ん
。
『
日
本
紀
』
崇
神
天
皇
七
年
の
春
二
月
、

　
　
　
　
　
　
つ
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
う
て
い

大
物
主
の

神
の
告
に
よ
り
て
、
朝
廷
の
臣
下
を
四
方
に
つ
か
は
し
給
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
う
け
た
ま
は
　
　
わ
に

火

彦
の
命
、
勅
命
を
奉
り
、
和
珂
坂
と
い
ふ
所
（
百
九
十
ウ
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
け
は
に
や
す
ひ
こ
　
　
　
　
　
あ
　
だ

至

り
給
ふ
に
、
い
つ
く
と
も
な
く
少
女
来
り
、
武
埴
安
彦
、
妻
の
吾
田
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ひ

め

　
は

か

　

　
む

ほ

ん

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ひ

め

な
ぞ
ひ
も

媛
と
議
り
て
謀
反
を
企
る
よ
し
を
告
知
ら
す
。
嵜
に
比
売
那
素
媒
望
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
め
な
ぞ
び
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

い

ふ

こ
と
見
え
た
り
。
比
売
那
素
媒
は
雛
遊
の
こ
と
な
り
と
也
と

　
マ

マ

お
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
し
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
る
か

『

訳

日
本
紀
』
に
記
さ
れ
た
れ
ど
、
ひ
な
と
名
つ
く
る
こ
と
は
遙
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
マ
な
ご

後

こ
と
に
や
〈
そ
の
訳
、
春
の
部
二
注
ス
〉
。
そ
の
＼
ち
推
仁
帝
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
べ
ふ
ね
わ
た
ら
ゑ
　
　
い
　
そ
す
ゴ
　
　
　
ほ
と

廿
六
年
、
天
照
太
神
、
伊
勢
国
百
船
度
会
の
五
十
鈴
河
の
上
り
に
御
鎮

　
　
　
　
お
と
わ
か
の
　
　
　
　
く
さ
　
　
　
ひ
と
か
た
　
　
　
　
　
　
　
や
ま
と

座
の

時
、
乙
若
子
命
、
萄
に
て
桶
霊
を
作
り
て
、
倭
姫
の
命
に
御

は

ら
　
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
か
た

祓
解
を
な
さ
し
め
給
ひ
し
こ
と
あ
り
。
そ
の
蕩
霊
は
小
き
人
形
也
。
人
く

は

ら
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
か
　
　
　
つ
み
と
が
　
　
た
ト
　
　
　
　
　
　
あ

祓

申
の
時
、
そ
の
身
に
あ
や
ま
り
犯
せ
る
罪
処
ロ
、
出
示
り
な
す
悪
し
き

　
　
し
わ
さ
　
　
　
　
　
ひ
と
か
た
　
　
　
お
は
　
　
　
　
　
　
　
な
が

神
の
所
為
を
、
こ
の
萄
霊
に
祓
ひ
負
せ
て
、
海
原
へ
流
し
す
て
、
お
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
い
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ら
ひ
く
さ

つ
か

ら
身
も
す
ゴ
し
く
、
心
も
清
く
平
け
く
な
す
べ
き
為
の
模
種
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
か
つ
　
な
て

さ
る
に
よ
り
て
、
い
に
し
へ
よ
り
こ
の
天
児
を
撫
物
と
名
づ
け
、
常
に

　
　
　
　
　
　
　
も
て
あ
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
い
な
ん
　
　
　
　
　
の
ぞ

小
児
の

身
に
そ
へ
玩
ひ
物
と
す
る
も
、
諸
病
の
災
難
を
祓
ひ
除
か
し

　
　
か
ん
こ
と

む

る
神
事
也
と
そ
。
今
は
、
秋
の
雛
祭
は
な
し
。
近
頃
ま
て
、
摂
州

さ
か
い
　
　
　
　
　
ゐ
ふ
う

堺

に

こ
の
遺
風
あ
り
け
る
故
、
秋
の
雛
祭
を
世
に
堺
の
雛
祭
と
い
ふ

　
　
　
　
ま
　
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
ん

な
り
。
　
海
嘉
廻
シ
　
い
つ
れ
の
時
よ
り
始
ま
る
こ
と
を
し
ら
ず
。
田

ふ

や

し
ん
　
も
て
あ
そ
　
　
　
　
は
い
　
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
も
つ

夫
野
人
の
玩
ぶ
所
也
。
海
螺
の
空
売
を
（
百
九
十
一
オ
）
用
て
、
頭

　
と
か
　
　
　
く
だ
　
　
　
　
　
　
　
し
り
　
　
　
　
　
　
　
す
　
　
ま
ろ

の

尖
り
を
砕
き
平
げ
、
尻
の
小
大
り
を
摩
り
円
め
、
糸
縄
を
巻
て
引
て
、

　
　
　
せ
き
ほ
ん
　
　
　
　
　
ま
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ち

こ
れ
を
席
盆
の
中
に
舞
す
。
二
三
の
螺
を
以
、
勝
負
を
な
す
。
撃
出
さ

　
　
　
　
　
ま
け

る
s
も
の
を
負
と
す
。
そ
の
先
に
入
る
も
の
を
伊
加
と
い
ふ
。
後
に
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
も
の
を
乃
宇
と
い
ふ
。
も
し
撃
合
て
同
く
出
る
こ
と
あ
れ
ば
、
張
と

　
　
　
　
　
　
　
い
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
い
　
　
　
か
た

い

ふ
o
張
と
き
は
伊
加
を
勝
と
す
。
凡
熊
野
よ
り
出
る
海
螺
、
厚
く
堅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
　
い
　
　
か
ら
　
　
う
か
ち
　
　
な
ま
り

し
。
［
和
三
］
こ
の
月
九
日
、
小
児
小
石
を
以
海
螺
の
殻
を
穿
、
鉛

　
と
ろ
か

を

錯

し
て
売
の
内
へ
入
れ
、
或
は
州
浜
飴
を
売
の
う
ち
に
充
し
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
ば
　
い
　
　
ま
と
　
　
　
　
　
　
　
　
し
や
う

そ

の

力

を
助
け
、
各
緒
を
以
海
螺
を
纏
ひ
、
勢
ひ
に
乗
じ
て
台
中
に

な
け
　
　
　
　
う
ん
て
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
は

投
い
れ
運
転
せ
し
む
。
そ
の
力
つ
よ
き
も
の
は
、
そ
の
力
弱
き
も
の
を

ほ

ん

く
わ
い
　
　
　
　
　
　
　
た
が
ひ

盆

外
に
出
す
。
互
に
勝
負
を
あ
ら
そ
ふ
也
。
こ
れ
を
海
扁
撃
と
い
ふ
。

せ

き
　
　
　
は
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
い
ご
　
　
　
　
　
ば
い
う
ち

席
の
両
端
を
巻
て
こ
れ
を
盆
と
い
ふ
。
　
醍
醐
祭
　
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
城
国
宇

治
郡
小
野
の
南
、
深
雪
山
醍
醐
寺
に
あ
り
。
九
月
九
日
、
醍
醐
天
神
祭
、

の

う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
う

能
あ
り
。
又
昨
日
夜
に
入
て
、
清
滝
権
現
の
社
前
に
於
て
能
三
番
あ
り
。

こ
れ
を
夜
宮
能
と
い
ふ
。
神
輿
三
基
、
第
一
長
尾
天
神
、
第
二
清
滝
権

現
、
第
三
勝
（
百
九
十
一
ウ
）
間
明
神
、
以
上
三
社
也
。
当
寺
縁
起
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
や
　
か
　
ら

云
、
祭
る
所
清
滝
権
現
は
、
沙
迦
羅
龍
王
の
第
一
女
也
。
長
尾
天
神
は
、

延
喜
帝
の
御
願
に
よ
り
て
御
願
寺
と
な
る
、
ゆ
ゑ
に
勧
請
也
。
勝
間
明

　
　
　
　
　
　
　
つ
ま
ひ
ら
か

神
は
、
神
縁
社
地
詳
な
ら
ず
。
『
糸
切
歯
』
に
、
例
祭
九
月
廿
三
日

　
　
　
　
あ
や
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
ん

と
記
す
、
誤
り
也
。
廿
三
日
は
同
所
笠
取
祭
也
。
当
寺
の
伽
藍
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
い
ご

山
上
山
下
に
あ
り
て
、
上
醍
醐
・
下
醍
醐
と
い
ふ
。
土
人
、
長
尾
天
神

　
　
う
ぷ
す
な
　
あ
が

を

以
本
居
神
と
崇
む
。
　
御
香
の
宮
祭
　
九
日
　
山
城
国
伏
見
京
町
の

東
に

あ
り
。
祭
神
一
坐
歎
、
神
功
皇
后
。
［
神
社
啓
蒙
］
古
老
云
、
鎮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す

い

し
や
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
つ
く

坐
年
紀
分

明
な
ら
ず
。
昔
よ
り
垂
跡
、
こ
の
地
也
。
秀
吉
、
城
を
築

　
　
　
　
　
お
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ト
リ

の

日
、
東
の
岳
に
移
し
奉
る
と
い
へ
と
も
、
神
の
崇
あ
り
し
ゆ
ゑ
、

ま
た
　
　
　
　
　
　
　
う
つ

復
旧

地
に

遷

し
奉
る
と
い
ふ
。
乃
チ
今
の
社
地
也
。
一
書
に
云
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
ぞ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地
、
紀
伊
郡
に
属
す
。
例
祭
九
月
九
日
也
。
朔
日
を
御
出
と
い
ふ
。
十

日
神
事
能
あ
り
。
は
じ
め
祭
所
の
神
九
坐
也
。
神
輿
も
又
九
基
あ
り
。

　
　
　
う
ぶ
す
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
く
　
　
　
　
　
ね
り

土
人
、
本
居
神
と
す
。
今
は
神
輿
一
基
、
造
り
山
二
基
、
遷
物
等
を
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
す
　
　
　
　
　
　
　
　

f
o
．
　
O
当
社
は
、
『
延
喜
式
』
に
載
る
所
の
御
諸
の
神
社
、
是
也
。
鎮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
ら
ま

座
年
月
未
レ
考
。
一
書
に
、
貞
観
二
年
勧
請
の
よ
し
記
せ
り
。
　
鞍
馬
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く
ら
ま
　
　
ゆ
　
き

祭

（百
九
十
ニ
オ
）
九
日
　
鞍
馬
寺
由
岐
ノ
社
、
天
慶
年
中
勧
請
す
。

　
　
　
　
　
ゆ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
た
き

［諸
神
記
］
靱
の
神
社
、
山
城
国
愛
宕
郡
鞍
馬
山
に
あ
り
。
祭
る
所
の

　
　
　
　
お
ほ
あ
な
む
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
　
よ

神
一
座
、
大
己
貴
命
。
［
神
社
啓
蒙
］
こ
の
社
は
天
子
不
予
の
時
、
或

　
　
　
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
き
　
　
こ
う

ハ
世
上
事
あ
る
の
時
、
靱
を
こ
の
神
前
に
か
く
。
故
に
由
木
と
号
す
。

　
　
　
　
　
　
　
す
く
な
ひ
こ
な
　
と
も
　
し
つ
へ
い
　
　
り
や
う

蓋
シ

大
己

貴
・
少
彦
名
、
共
に
疾
病
を
療
し
、
天
下
を
治
る
の
神
也
o

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
ほ
う

ご
＼
を
も
て
五
条
天
神
及
ヒ
当
社
に
靱
を
か
く
る
の
遺
法
た
り
。
或
説

　
　
　
　
　
　
　
す
さ
の
を
の

に
、
祭
る
神
、
進
雄
尊
と
す
。
例
祭
九
月
九
日
也
。
八
日
の
夜
、
氏

子
の
男
女
、
供
物
を
旅
所
に
献
ず
。
当
日
、
神
輿
本
社
に
入
。
　
貴
船

　
　
　
　
　
　
　
　
お
た
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
か
り

祭

　
九
日
　
山
城
国
愛
宕
郡
鞍
馬
の
北
l
理
計
に
あ
り
。
祭
る
所
の

　
　
た
か
を
か
み
　
　
　
　
　
　
　
　
す
い
と
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
け
い
か
つ
ち

神
、
高
寵
の
神
、
是
、
水
徳
の
神
に
し
て
、
別
　
雷
ノ
神
宮
第
二
の

せ

っ

し
ゃ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
さ
な
き
　
　
　
　
　
か
　
く
　
つ
　
ち
　
　
き
り
　
　
　
き
だ

摂
社
た
り
。
神
代
の
巻
に
云
、
伊
弊
諾
の
尊
、
輌
遇
突
智
を
斬
て
三
段

　
　
　
　
　
　
　
き
だ
　
　
た
か
お
か
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
こ
と

と
す
。
そ
の
一
段
を
高
寵
－
v
い
ふ
O
　
O
貴
布
禰
の
社
は
船
玉
ノ
命
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
い
ぎ
や
く
え
き
　
　
し
ほ
う

高
寵
也
o
　
［
廿
二
社
注
式
］
九
月
九
日
、
小
児
咳
逆
疫
し
て
死
亡
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ト
り

こ
と
多
し
。
乃
て
相
者
を
し
て
ト
せ
し
む
。
云
ク
、
貴
船
の
神
の
崇

な
す
所
也
と
。
こ
＼
に
於
て
弘
仁
二
年
〈
百
六
代
後
奈
良
天
皇
〉
秋
九

　
　
　
　
　
ゑ
き
　
　
お
は

月
九
日
、
疫
を
追
し
む
。
今
貴
船
の
神
輿
と
称
し
て
洛
中
を
振
る
も
の
、

　
　
　
ゐ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
し
て
　
こ
の
か
た

是

こ
の
遺
意
欺
。
［
改
暦
雑
事
記
］
　
爾
よ
り
以
来
、
毎
年
九
月
九
日

小
児
相
集
り
て
小
神
輿
を
造
り
、
貴
船
祭
と
称
し
て
市
中
に
振
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
く
た
ま

れ

を
（
r
m
九
十
1
1
ウ
）
　
狭
小
輿
（
と
）
い
ふ
と
そ
。
　
生
玉
祭
　
九

　
　
　
　
ひ
か
し
な
り
　
　
　
　
　
さ
べ
こ
し

日
　
摂
州
東
生
郡
天
王
寺
の
辺
に
あ
り
。
祭
る
神
1
座
、
天
ノ
生
玉

ノ
命
。
明
応
年
中
、
本
願
寺
の
僧
こ
＼
に
来
り
て
、
寺
院
を
は
じ
め
、

　
　
　
　
　
　
　
せ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
つ
　
に
く
み
　
　
　
　
　
　
　
ロ
つ

神
地

を
以
境
内
に
接
す
。
神
、
そ
の
不
潔
を
悪
て
、
彼
僧
を
罰
す
。

　
お
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
は
ら
　
　
う
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ
う
ゑ
い

僧
恐
れ
て
、
神
殿
を
今
の
旅
店
の
側
に
遷
し
、
こ
と
く
く
造
営
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
　
　
　
　
　
　
　
く
わ
い
ち
ん
　
　
　
　
　
　
　
わ
つ
か
　
　
し
ん
じ

其
後
、
信
長
の
兵
火
に
係
り
、
殿
社
灰
儘
と
な
り
、
纏
に
神
璽
を
別

　
　
う
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
や
う
く
わ
く
　
き
つ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
つ

所
に
遷
す
。
慶
長
中
、
秀
吉
城
郭
を
築
の
日
、
今
の
地
に
遷
ス
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
う
こ
う
や
ぶ
さ
め

［社
家
注
進
記
］
例
祭
九
月
九
日
、
神
輿
一
基
、
遊
行
流
鏑
馬
あ
り
。

社
内
に
十
坊
あ
り
、
そ
の
内
南
坊
を
別
当
と
す
。
　
後
日
の
菊
　
九
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ん
り
　
　
　
　
　
　
　
え
ん

十

日
、
或
は
十
1
日
、
禁
裏
残
菊
の
宴
あ
り
。
○
京
師
の
士
女
、
十
日

さ
い
く
わ
い

再

会

し
て
小
重
陽
を
な
す
。
［
月
令
広
義
］
［
歳
時
記
］
　
四
ノ
宮
祭

　
　
　
　
　
　
し
が
　
　
　
　
し
ゆ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
え

十

日
　
近
江
国
滋
賀
郡
大
津
の
駅
に
あ
り
。
祭
る
神
四
座
、
大
比
叡

　
　
マ
マ
　
　
　

〈
大

巴
尊
尊
〉
、
小
比
叡
〈
国
常
立
尊
〉
、
気
比
く
仲
哀
天
皇
V
、
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
か
き
ど
の

禅
師
〈
火
々
出
見
尊
〉
也
o
按
す
る
に
、
当
社
は
日
吉
の
榊
殿
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
つ

故
に

四

座

を
以
こ
の
地
に
遷
す
。
里
民
云
、
こ
の
神
鎮
座
の
日
、

く
わ
ん
へ
い
し

官
弊
使
四

位
某
ノ
卿
也
。
故
に
四
座
を
以
、
四
位
の
宮
と
号
す
と
、

あ
や
ま

誤

り
也
。
四
神
鎮
座
の
ゆ
ゑ
に
四
位
と
号
す
る
也
。
社
説
に
云
、
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ほ
つ
ご

る
神
五
座
、
大
比
枝
・
小
比
枝
・
気
比
・
小
禅
師
、
塩
土
の
老
翁
也
o

小
禅
師
を
以
本
社
と
す
。
（
t
u
九
十
1
1
1
オ
）
故
に
四
ノ
宮
と
い
ふ
。
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
り
も
の

祭
九
月
十
日
、
大
津
浦
中
の
大
祭
也
。
神
輿
二
基
、
引
山
十
一
、
遷
物
・

造

り
花
等
を
出
す
。
夜
に
入
て
相
撲
有
。
　
下
鳥
羽
祭
　
十
日
　
山
城

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
ご
つ

国
宇
治
郡
下
鳥
羽
に
あ
り
。
祭
る
神
、
午
頭
天
王
、
田
中
天
王
と
号
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
ぶ
　
す
な

例
祭
九
月
十
日
。
下
鳥
羽
及
ヒ
横
大
路
の
土
人
、
本
居
神
と
す
。
神
輿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
つ
み

一
基

あ
り
。
名
勝
志
に
云
ク
、
神
社
は
法
伝
寺
の
巽
二
町
ば
か
り
森

　
　
　
　
　
　
　
　
れ
い
へ
い

の

中
に
あ
り
。
　
例
幣
　
凡
、
九
月
朔
日
よ
り
十
1
日
に
至
り
て
、
伊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
め
　
　
　
　
　
　
　
ひ
や
う
ほ
く
　
た
て

勢
例
幣
の
諸
家
、
門
前
に
注
連
を
引
き
、
門
外
に
標
木
を
建
て
、
僧

　
　
　
け
い
ぢ
う
ふ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
る

尼

及
ヒ
軽
重
服
の
輩
、
門
内
へ
入
べ
か
ら
ざ
る
の
字
を
記
す
。
こ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
い
し

前
斎

と
い
ふ
。
十
1
日
の
朝
、
幣
使
発
足
也
。
○
例
幣
と
は
、
伊
勢
大
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神
宮
へ
御
幣
を
奉
ら
せ
給
ふ
。
毎
年
の
事
な
れ
は
例
幣
と
申
也
。
［
公

事
根
源
］
『
続
日
本
紀
』
孝
徳
天
皇
天
平
中
、
始
め
て
伊
勢
太
神
宮
へ

へ

い

は

く
し
　
せ
い
　
　
　
　
　
し
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
か
と
み

幣
吊
使
を
制
せ
ら
る
。
詔
し
て
云
、
今
よ
り
以
後
、
中
臣
朝
臣
を
さ

し
て
他
姓
の
人
を
用
ゆ
る
こ
と
を
得
ざ
れ
と
。
依
て
大
中
臣
く
藤
浪

　
　
　
さ
い
し
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
か
さ
ど

家
V
を
祭
主
と
し
て
こ
れ
を
掌
ら
し
む
。
吉
田
最
上
所
を
神
祇
官
代

　
　
　
　
こ
な
ん

と
す
。
　
御
難
の
餅
　
文
永
八
年
九
月
十
二
日
、
日
蓮
上
人
、
相
州
龍

　
　
　
　
　
や
く
な
ん
　
　
　
　
　
は
く
し
ん
　
　
　
　
　
わ
つ
か
　
　
　
　
　
　
　
ま
つ
た

の

口

に

於
て
厄
難
あ
り
。
白
刃
の
下
、
僅
に
一
命
を
全
ふ
す
。
今
日

　
　
　
　
　
も
ち
い
　
　
つ
く
り
　
　
ぞ
う
ぜ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宗
門
の
徒
、
餐
を
作
て
像
前
に
供
す
。
こ
れ
を
（
百
九
十
三
ウ
）
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
　
ま
　
ふ
　
ゑ

難
の
餅
と
い
ふ
。
　
住
吉
の
相
撲
会
　
九
月
十
三
日
、
住
吉
の
相
撲
会
。

　
　
　
　
　
　
　
た
ま
つ
し
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
ん
ノ
ご
く
　
　
　
　
　
つ
ら
り

［拾
芥
抄
］
神
輿
、
玉
出
嶋
頓
宮
へ
渡
御
。
伝
々
供
あ
り
。
津
守
神
主
、

　
　
　
　
　
　
　
せ
ん
　
　
　
　
よ
み

勅
使
代
と
し
て
宣
命
を
読
畢
り
て
、
相
撲
十
三
番
、
童
相
撲
三
番
あ
り
。

と
く
ひ
こ
ん
　
　
　
　
し
め
　
　
ま
ど

憤
鼻
揮
の
上
に
注
連
を
纏
ひ
て
手
合
あ
り
。
是
今
日
の
神
事
也
。
［
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
く

家
記
］
一
説
に
云
、
い
に
し
へ
は
神
前
へ
黄
金
の
升
を
造
り
て
、
新
穀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
う
か

の

稲
を
奉
り
け
る
也
。
よ
り
て
農
家
用
る
所
の
升
を
こ
の
所
に
持
来
り

て
売

け
り
。
こ
＼
を
も
て
種
々
の
市
人
、
群
集
す
る
故
、
宝
の
市
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
や
う
ゑ

ふ
に

や
。
ロ
ハ
当
社
の
新
嘗
会
と
こ
s
ろ
う
べ
し
。
今
は
神
輿
を
別
殿
に

　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
こ
ノ
へ
　
　
ザ
ん
ト
し
や
ロ
り

う
つ
し
奉
り
て
、
五
穀
新
嘗
の
神
膳
な
ど
奉
る
。
相
撲
会
の
事
、
中

頃
よ
り
沙
汰
な
し
と
そ
。
　
宝
の
市
　
九
月
十
三
日
、
宝
の
市
の
神
拝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
を

あ
り
。
［
摂
陽
群
談
］
住
吉
の
社
地
に
市
姫
の
社
あ
り
。
津
守
の
遠
ツ

お
や租

、
田
瑳
の
宿
禰
夫
婦
を
祭
る
と
也
。
こ
の
神
、
市
を
守
り
給
ふ
と
そ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
く

を
も
と
の
社
と
い
ふ
。
諸
国
の
市
の
始
也
と
い
ふ
。
升
を
売
る
故
に
升

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
つ
は

の

市

と
も
い
ふ
。
又
銀
を
入
る
s
器
を
取
鉢
と
い
ふ
て
、
升
と
共
に

売

買
す
。
升
買
ふ
て
分
別
か
は
る
月
見
か
な
　
は
せ
を
。
　
白
川
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
く
ほ
く

十
三

日
　
天
満
天
神
の
祭
に
し
て
、
洛
北
白
川
の
（
百
九
十
四
オ
）
里

　
　
　
　
　
　
　
　
せ
つ
し
や

南
山
の
上
に
あ
り
。
摂
社
、
山
王
・
春
日
・
八
n
g
o
　
［
山
城
名
勝
志
］

　
　
　
　
　
ほ
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
く
な
ひ
こ
な
の

神
輿
一
基
、
鉾
五
本
あ
り
。
社
説
に
云
、
祭
る
神
、
天
満
宮
少
彦
名

命
、
摂
社
は
前
に
同
し
。
天
満
宮
鎮
座
は
延
喜
八
年
三
月
十
三
日
也
。

　
　
　
　
　
と
　
り
ゐ

旅
所
は
本
社
鳥
栖
の
前
二
町
は
か
り
西
に
あ
り
。
例
祭
九
月
十
三
日
。

　
　
つ
　
ぶ
　
す
　
な

土
人
本
居
神
と
す
。
　
十
三
夜
　
後
の
月
、
二
夜
の
月
、
豆
名
月
、
剰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゆ
と
く
い
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
も
き
よ

名
月
。
七
十
五
代
崇
徳
院
、
保
延
元
年
九
月
十
三
日
、
今
宵
雲
清
く
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
り

明
ら
か
也
。
是
む
か
し
寛
平
法
皇
、
名
月
無
双
の
よ
し
仰
出
さ
る
。
依

て
我
朝
九
月
十
三
夜
を
以
、
名
月
の
夜
と
す
。
［
右
中
記
］
今
夜
の
月

　
も
て
あ
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ア

を
玩
ぶ
や
、
無
題
詩
に
載
る
所
の
藤
原
忠
道
公
の
詩
、
証
と
す
る
に

た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
り

足
れ

り
。
菅
家
の
作
の
如
き
、
配
所
に
在
て
、
た
ま
く
九
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
う

の

月
を
詠
じ
給
ひ
し
也
。
後
人
、
妄
り
に
五
の
字
を
以
三
と
な
し
証
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ろ
う
し
ゆ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん

す
る
も
の
あ
り
。
或
は
兼
好
が
婁
宿
の
説
の
如
き
、
又
信
と
す
る
に

足

ら
ず
。
亦
、
建
仁
寺
三
蓋
和
尚
、
十
三
夜
の
詩
の
序
に
、
延
喜
の
御

　
　
　
　
　
し
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ろ
こ
し
　
　
　
し
や
う

時
始
ま
る
と
記
せ
り
。
は
た
こ
よ
ひ
の
月
は
唐
山
に
も
賞
ず
る
と
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
い
し
や
う
こ
く
　
　
　
た
い
ふ
く

え

て
、
明
の
十
二
家
詩
に
、
鄭
少
谷
、
何
大
復
か
詩
あ
り
。
本
朝
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
や
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
り

俗
、
九
月
十
三
日
を
豆
名
月
と
称
し
、
又
栗
名
月
と
名
つ
く
。
是
栗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ん
こ
　
　
　
　
　
　
　
え
だ
ま
め
　
　
に

を
以
節
物
と
し
、
或
は
（
百
九
十
四
ウ
）
餌
を
製
し
、
英
豆
を
烹
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
も

こ
れ
を
食
ふ
。
こ
s
を
も
て
名
つ
く
。
又
俗
間
、
今
宵
必
芋
子
を
食
ふ
。

　
　
　
　
　
く
わ
い
ひ
　
　
の
そ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に

そ

の

芋
子
、
外
皮
を
除
ず
し
て
こ
れ
を
烹
る
。
こ
の
芋
を
呼
て
衣
か

つ

き
と
い
ふ
。
後
の
月
は
、
八
月
十
五
夜
を
前
と
し
、
九
月
十
三
夜
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
や
う

後

と
す
る
の
称
、
二
夜
の
月
は
、
仲
秋
季
秋
、
両
夜
月
を
賞
す
る
故

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
て
あ
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ン
テ

に

い

ふ

也
。
○
忠
道
公
十
三
夜
の
月
を
玩
ぶ
詩
、
閑
窓
寂
々
　
月
相

一
　94一



ム

　

　

　
テ

　

　
ル

ニ

　

　

　
ニ

　

　

ミ
　
ン
　
ヲ
ヘ
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
テ
　
　
　
　
こ
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
テ

臨
、
従
レ
属
窮
秋
一
望
巨
レ
禁
、
播
室
昔
縦
凌
レ
雲
訪
、
蒋
家
旧
径
踏
レ

ヲ
ヌ
　
　
　
　
　
レ
リ
　
ニ
　
　
　
　
　
　
コ
ト
ク
ナ
フ
　
ノ
　
リ
テ

霜
尋
、
十
三
夜
影
勝
一
於
古
1
、
数
百
年
光
不
レ
若
　
レ
今
、
独
鴻
一
前

ニ

　

　
ノ

　

　
ヲ
　
レ
ハ
　
　
　
　
　
ノ
　
　
ヒ

軒
一
回
レ
首
見
、
晴
明
此
夕
価
千
金
。
菅
家
九
月
十
五
日
の
詩
二
首
、

　
タ
ル
　
ノ
で
タ
　
ニ
セ
ラ
ル
パ
テ
ヲ
　
ス
ハ

黄
萎
顔
色
白
霜
頭
、
況
復
千
余
里
外
投
、
昔
被
一
栄
華
二
替
組
縛
、
今

テ

　
　
　
ト
　
　
　
　
　
ル
　
　
　
　
　
テ
　
　
　
ク
　
ス
コ
ト
　
ヲ
　
　
　
　
ア
レ
ト
そ
　
　
ノ

為
一
既
諦
一
艸
莱
囚
、
月
光
似
レ
鏡
無
レ
明
　
レ
罪
、
風
気
如
レ
刀
不
レ
断
レ

　
　
ヒ
　
ル
ニ
ヒ
　
ニ
　
　
　
　
ノ
　
リ
ル
　
カ
ノ
ト
　
　
　
　
ペ
マ
マ
　
ぷ
　
ノ
テ

愁
、
随
レ
見
随
レ
聞
皆
惨
懐
、
此
秋
独
作
我
身
秋
一
。
一
従
三
諦
居
＝
マ
t
r
）

ク
　
ロ
マ
マ
ぬ
ニ
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ニ
　
　
　
　
　
ヲ

就

紫

　
荊
一
、
万
死
競
々
腸
踏
情
、
都
府
楼
纏
看
瓦
色
一
、
観
音
寺

　
　
　
ク
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
　
　
　
　
　
　
　
フ
　
　
　
　
ノ

ロ
ハ
聴
鐘
声
一
、
中
懐
好
画
孤
雲
去
、
外
物
相
逢
満
月
迎
、
此
地
錐
＝
身

ン

ト
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
ニ
カ
　
　
　
モ
　
テ
　
ヲ
　
　
ノ
　
　
て
い
し
や
う
こ
く
　
　
か
だ
い
ふ
く

無

検
繋
一
、
何
為
寸
歩
出
レ
門
行
。
鄭
小
谷
、
何
大
復
詩
は
こ
＼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ち
じ
や
う
ゑ

に

略
す
。
　
天
王
寺
一
乗
会
　
十
四
日
　
摂
州
大
坂
、
四
天
王
寺
］
乗

会

は
、
九
月
十
四
日
或
は
十
五
日
、
六
時
堂
（
百
九
十
五
オ
）
に
於
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
ん
き
や
う
　
　
　
　
さ
う
ノ
へ
　
　
　
　
　
か
つ

こ
れ
を
修
す
。
此
堂
、
伝
教
大
師
草
創
也
。
且
、
本
尊
薬
師
、
日
光
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゆ
そ
う

月
光
の
三
尊
、
大
師
手
造
也
と
い
へ
り
。
九
月
十
五
日
未
剋
、
衆
僧
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
に
　
ん

三
網
堂
ノ
司
、
楽
人
、
沙
汰
人
、
堂
仕
、
公
人
出
仕
す
。
先
ツ
時
剋
を

　
　
　
　
　
　
　
　
つ
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
く

三
網

及
ヒ
一
和
尚
に
告
て
、
出
仕
の
鐘
一
番
二
番
を
撞
。
諸
役
人
、
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
う

子
堂
へ
出
仕
、
太
子
の
像
を
鳳
董
に
う
つ
す
。
そ
の
式
、
二
月
十
五
日

　
　
　
　
く
わ
い
ろ
う

の

如

し
。
廻
廊
の
下
よ
り
六
時
堂
へ
渡
御
あ
り
。
法
事
の
次
第
、

ふ

り
ほ
こ
　
　
　
　
　
　
　
て
ん
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
や
う
わ
う
　
な
そ
り

振
鉾
、
阿
弥
陀
経
、
伝
供
、
万
歳
楽
、
延
喜
楽
、
陵
王
、
納
曾
利
、

こ
ン
　
ノ
ご

悉

く
終
り
て
、
酉
剋
還
御
。
［
寺
説
］
　
岩
倉
祭
　
十
五
日
　
八
所

　
　
　
　
　
　
　
ら
く
ほ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
う

明
神
の
社
は
、
洛
北
長
谷
村
の
西
岩
倉
に
あ
り
。
王
城
の
四
隅
に
岩
倉

を
置
る
。
是
そ
の
一
也
。
『
拾
芥
抄
』
に
、
大
雲
寺
岩
倉
観
音
、
云
云
。

ち
か
な
か

親
長
卿
記
に
云
、
文
明
三
年
三
月
廿
九
日
、
岩
倉
長
谷
の
観
音
に
参
る
。

　
　
　
ゑ
ん
ゆ
う
い
ん

十
1
面
円
融
院
の
御
願
、
日
野
中
納
言
文
範
卿
草
創
也
。
○
鎮
守
、
岩

　
　
　
　
　
い
は
ゆ
る

倉
大
明
神
、
所
謂
八
所
と
は
、
八
幡
、
加
茂
、
松
尾
、
山
王
、
住
吉
、

春

日
、
新
羅
、
（
大
座
、
）
又
太
神
宮
、
貴
船
、
稲
荷
、
平
尾
を
加
へ
て
、

以
上
十
二
社
、
こ
れ
を
十
二
所
明
神
と
称
す
。
是
大
雲
寺
の
鎮
守
に
し

　
　
　
　
う
　
ぶ
　
す
　
な

て
、
土
人
本
居
神
と
す
。
例
祭
九
月
十
五
日
、
神
輿
遊
行
す
。
神
主
は
、

村
中
の
氏
子
交
る
ぐ
こ
れ
を
勤
む
。
大
雲
寺
衆
徒
両
人
、
名
代
と
し

　
　
　
　
　
　
　
く
に
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
い
ま
つ

て

（百
九
十
五
ウ
）
公
人
・
法
師
二
人
供
奉
。
夜
宮
に
大
炬
火
ニ
ツ
立
、

深
更
に
及
て
角
力
五
番
あ
り
。
祭
礼
九
月
十
五
日
也
。
○
俗
に
、
岩
倉

の

尻

た
s
き
祭
と
い
ふ
。
夜
に
入
り
て
神
供
を
奉
る
。
一
村
の
内
、

は

な
よ
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
つ
は
　
　
　
　
い
た
ご
き

新
婦

を
え
ら
み
て
、
婚
礼
の
服
を
着
さ
し
め
、
神
供
の
器
を
頭
に
戴
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
も
　
ノ
ベ

神
前
に
す
s
み
ゆ
か
し
4
p
O
　
1
村
の
老
若
、
ち
ひ
さ
き
枝
木
を
持
、
新

婦
の
尻
を
う
つ
。
新
婦
は
う
た
れ
じ
と
走
る
を
、
立
ま
は
り
て
打
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
く
　
ら

故
に
尻
た
s
き
と
い
ふ
。
［
雑
談
抄
］
　
小
倉
祭
　
十
五
日
　
豊
前
国

と
う
つ
　
　
や
し
ろ
　
　
　
　
ひ
き
の
　
マ
マ
き
く
の
　

到
津
の
祠
は
、
企
救
郡
今
村
の
庄
到
津
村
に
あ
り
。
祭
る
神
、
中
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ま
ひ
ら
か

応

神
天
皇
、
左
は
神
功
皇
后
、
右
は
玉
依
姫
也
。
草
創
年
月
詳
な

ら
ず
。
後
鳥
羽
院
文
治
四
年
、
宇
佐
八
幡
を
こ
の
地
に
勧
請
し
、
そ
の

し
ん
ち
つ
　
　
の
ば
ド
　
　
　
　
　
　
さ
い
し
　
　
　
　
　
　
し
か
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
そ
く

神
秩
を
分
て
四
時
の
祭
祀
に
備
ふ
。
爾
よ
り
宇
佐
太
祝
の
子
族
、
世
々

は
ふ
　
り

祝
史
と
な
る
。
其
後
、
清
末
駿
河
守
と
い
ふ
人
、
到
津
の
城
に
居
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
わ
い
ち
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ふ
り

常
に

奉
祝
す
。
天
正
の
季
、
九
国
乱
れ
て
神
社
灰
儘
と
な
り
、
祝
史

　
か
そ
く
　
　
　
　
　
り
う
り

の

家
族
も
四
方
に
流
離
し
て
到
る
所
を
し
ら
ず
。
こ
＼
に
於
て
里
民
一

　
　
ほ
こ
ら
　
　
　
　
　
　
わ
つ
か
に
　
　
　
　
　
そ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う

宇
の
叢
祠
を
た
て
s
僅
古
跡
を
存
す
。
慶
長
年
中
、
細
川
侯
、
宇
佐

　
　
　
そ
う
ゑ
い

の
社
を
造
営
し
、
又
到
津
の
社
を
た
つ
。
宝
暦
庚
辰
ノ
年
に
小
笠
原
侯
、

さ
ら
　
　
し
だ
ん
　
　
ゑ
つ
で
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
す
ノ
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
る
き

更
に

祠
壇
・
謁
殿
を
建
て
、
祭
事
の
こ
と
益
　
（
百
九
十
六
オ
）
旧

　
く
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
つ
　
　
　
　
　
や
ふ
さ
め

に

加
ふ
。
九
月
十
四
日
哺
後
、
神
輿
を
仮
殿
二
遷
し
奉
り
、
流
鏑
馬
有
。
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に
ら
ひ
　
　
し
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
う
　
　
　
ゆ
だ
て

夜
に
入
、
喫
を
修
し
、
舞
楽
を
奏
す
。
神
湯
の
祝
あ
り
。
当
日
十
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
き

日
、
国
主
、
家
臣
を
し
て
幣
を
奉
ら
し
め
、
又
流
鏑
馬
あ
り
。
哺
後
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
く
　
ら

本
社
に
還
御
。
一
説
に
、
小
倉
祭
、
或
は
巨
椋
に
作
る
。
山
城
国
宇
治

の

近
隣
也
o
例
祭
九
月
十
五
日
と
い
へ
り
。
し
か
れ
と
も
『
増
山
の
井
』
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
る

そ

の

他
の
書
に
、
豊
前
の
小
倉
と
記
せ
る
多
し
。
　
岡
崎
祭
　
十
五
日

也
、
或
は
十
六
日
　
東
天
王
祭
、
九
月
十
五
日
、
洛
東
岡
崎
に
有
。
名

勝
志
に

云
、
九
月
十
六
日
祭
礼
。
○
東
山
岡
崎
、
正
一
位
東
天
王
祭
、

　
　
　
　
　
ほ
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ん
か

神
幽
二
基
、
鉾
七
本
あ
り
。
そ
の
内
一
本
の
鉾
、
剣
下
に
埴
を
以
て
鷹

　
　
　
り
う
け
ん
　
　
　
　
　
つ
く
　
　
　
さ
い
し
き

二
連
、
猟
犬
一
疋
を
造
り
、
彩
色
を
施
す
。
犬
鷹
鉾
と
い
ふ
。
そ
の

か
た

は

ら
　
　
か
ん
じ
ん
い
ん
　
　
　
マ
マ
ニ
ご
　
　
　
て
う
こ
く
　
　
　
う
た
が
ふ
ら
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
こ

傍

に

感
神
院
の
二
字
を
彫
刻
ス
。
　
疑
　
は
是
感
神
院
の
鉾
か
と

い

へ
り
o
当
社
は
じ
め
は
聖
護
院
の
森
に
有
、
故
あ
り
て
吉
田
の
地
に

う
つ
す
。
然
る
に
同
神
の
社
、
又
岡
崎
に
あ
り
。
故
に
東
西
を
以
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
う

を
分
ツ
。
犬
鷹
の
鉾
は
、
村
民
、
尊
敬
し
て
神
宝
と
称
す
る
よ
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
の
　
　
ひ
ら
か
た

『
雍
州
府
志
』
に
出
。
　
　
一
宮
祭
　
十
五
日
　
河
内
国
交
野
郡
北
牧
方

　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
づ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
つ
し
や

村
に
有
。
祭
る
神
、
牛
頭
天
王
、
八
王
子
、
北
野
天
神
、
摂
社
、
帝
釈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
り
ひ
め

天

王
、
四
天
王
、
脇
立
、
寄
姫
大
明
神
、
浅
原
大
明
神
。
鎮
座
年
歴

つ

ま
び
ら
か

詳

な
ら
ず
。
例
祭
九
月
十
五
日
、
今
は
十
六
日
、
神
輿
出
ず
。
神

楽
（
百
九
十
六
ウ
）
・
神
湯
等
あ
り
。
氏
子
八
郷
、
坂
村
、
小
倉
村
、

招
提
村
、
田
口
村
、
甲
斐
田
村
、
中
宮
村
、
禁
野
村
、
濃
村
e
是
、
社

僧
神
宮
寺
、
及
社
家
岡
田
氏
記
す
所
也
。
又
l
説
に
、
一
ノ
宮
平
岡
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
や
ね
　
の

明
神
は
、
河
内
国
河
内
郡
に
あ
り
。
祭
る
神
、
天
ノ
児
屋
根
命
、
姫
大

神
、
香
取
神
、
鹿
嶋
ノ
神
、
若
宮
ノ
社
、
末
社
十
八
社
、
神
武
天
皇
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
つ
た
る

御
宇
鎮
座
。
例
祭
、
九
月
八
日
九
日
、
社
務
水
足
大
炊
、
下
禰
宜
神
子

　
　
　
　
　
の
う
み
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ね
つ
と
む

五
六

輩
、
皆
農
民
に
し
て
こ
れ
を
兼
務
と
い
へ
り
。
　
神
田
祭
　
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
な
む
ち
の
み
こ
と

五

日
　
神
社
、
江
戸
湯
嶋
に
有
り
。
祭
る
所
の
f
a
l
　
I
座
o
大
己
貴
命
、

　
ま
さ
か
ど
　
　
れ
い

平
将
門
の
霊
也
。
将
門
の
社
は
本
殿
を
去
る
こ
と
百
歩
ば
か
り
。
［
神

社
啓
蒙
］
大
己
貴
命
は
、
人
王
四
十
五
代
聖
武
天
皇
、
天
平
二
年
鎮
座

也
。
将
門
の
霊
は
、
六
十
一
代
朱
雀
帝
、
天
慶
三
庚
子
年
二
月
十
四
日
、

　
　
め
つ
ほ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ん
れ
う
　
　
　
　
　
　
た
ト
り

将

門
滅
亡
す
。
そ
の
後
怨
霊
し
ば
く
崇
有
に
依
て
、
延
久
の
頃
、

　
　
　
　
　
　
し
ん
き
や
う
ほ
う

一
遍
上
人
三
世
真
教
坊
、
将
門
の
霊
を
以
、
神
田
の
神
社
に
合
せ
祭

る
。
当
社
、
は
し
め
は
今
の
神
田
橋
の
辺
に
あ
り
。
此
所
い
に
し
へ
の

柴
崎
村
也
。
今
に
到
り
て
祭
礼
の
日
、
神
輿
を
し
ば
ら
く
此
所
に
留
め

　
ほ
う
へ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
く

て
奉
幣
有
り
o
祭
礼
九
月
十
五
日
、
糀
町
山
王
と
隔
年
也
。
神
輿
二
基
、

だ

し
　
　
　
　
　
お
と
り
や
た
い
　
　
　
　
　
　
　
し
た
か

引
山
三
十
六
本
、
踊
屋
台
・
太
神
楽
等
こ
れ
に
従
ふ
。
こ
の
祭
の

ね

り
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
ち
　
　
も

練
物
に
、
頼
光
大
江
山
入
の
形
状
を
摸
し
て
、
（
百
九
十
七
オ
）
二
間

　
　
　
　
　
か
う
べ
　
　
つ
く
　
　
　
た
い

余
の
鬼
神
の
頭
を
造
り
、
台
に
の
せ
て
数
人
是
を
荷
ふ
〈
引
山
の
外
、

今

は
こ
れ
ら
の
事
を
止
ら
る
〉
。
神
事
に
預
る
の
町
、
内
神
田
、
外
神

田
、
大
伝
馬
町
、
浜
町
辺
、
日
本
橋
、
通
り
町
、
前
後
都
合
三
十
六
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ん
じ
き
　
　
か
ま

也
。
神
幸
の
町
々
は
、
夜
宮
よ
り
桟
鋪
を
構
へ
、
種
々
の
挑
灯
を
出
し

　
　
に
ぎ
は

て

甚

賑

へ

り
。
神
楽
渡
御
の
町
は
、
本
社
よ
り
鎌
倉
町
通
り
、
飯
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
き
　
は

町

よ
り
田
安
御
門
に
入
、
上
覧
所
前
、
常
磐
橋
、
数
寄
屋
橋
よ
り
日
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
い
て
い

橋
十
軒
店
通
り
、
筋
違
御
門
を
過
て
、
本
社
へ
還
御
也
。
大
抵
祭
式
山

王
祭
に
お
な
し
。
む
か
し
は
神
事
能
あ
り
、
今
は
な
し
。
神
主
芝
崎
大

　
　
　
　
　
　
　
　
ふ

じ
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
い
ほ
う

隅
守
、
社
家
五
人
、
巫
女
等
あ
り
。
○
当
社
男
坂
の
上
、
眺
望
の
地
也
。

　
　
　
こ
う
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
う
　
　
　
　
　
い
は
ゆ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

近

世

好
事

の

人
、
八
景
を
称
す
。
所
謂
当
社
八
景
は
、
金
城

し
よ
し
ゆ
ん
ハ
マ
マ
と
ん
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
は
ん
ゑ
ん
　
　
　
　
ノ

初
敷
、
　
　
神
祠
茂
林
、
士
峯
晴
雪
、
箱
根
白
雲
、
野
外
晩
煙
、
橋
下
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ノ
そ
し
や
う
　
　
　
　
ノ
し
ゆ
く
ろ

浅
水
、
遠
寺
疎
鐘
、
前
池
宿
鷺
。
亦
社
内
に
、
小
路
町
の
井
戸
と
い
ふ

あ
り
〈
或
は
糀
町
に
作
る
。
或
人
の
云
、
湯
鳥
本
郷
の
あ
た
り
、
元
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ
く
げ
ん

麹

を
造
る
家
多
し
、
故
に
此
辺
を
も
し
か
よ
べ
る
歎
〉
。
江
戸
の
俗
諺

　
　
　
　
ふ
た
ト

に
、
落
て
再
ひ
浮
み
が
た
き
を
麹
町
の
井
戸
と
い
ふ
。
是
、
深
く
し

　
さ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ん

て

携

る
べ
か
ら
さ
る
の
謂
也
。
或
は
当
社
の
近
隣
、
杉
浦
雲
州
の
藩

て

い

ち
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ

第
中
に
井
あ
り
、
こ
れ
を
小
路
町
の
井
戸
と
い
ふ
と
。
い
つ
れ
か
是
な

　
　
　
　
　
　
　
ふ
た
　
　
じ
や
う

る
や
、
今
は
井
の
蓋
に
鎖
さ
し
て
水
も
（
百
九
十
七
オ
）
汲
ず
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
つ
し
か

ん
o
　
牛
ノ
御
前
祭
　
十
五
日
　
武
蔵
国
葛
飾
郡
〈
い
に
し
へ
は
か
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
だ
つ
ざ
み
　
も
と

し
か
郡
、
下
総
の
国
也
o
今
は
む
さ
し
に
属
す
〉
、
隅
田
堤
の
下
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
か
く

り
o
清
和
天
皇
貞
観
二
庚
辰
年
、
慈
覚
大
師
の
勧
請
也
。
諸
社
略
記
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

云
、
祭
る
所
の
神
、
午
頭
天
王
〈
こ
れ
素
蓋
烏
尊
な
り
〉
。
祭
礼
九
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
く
ど

十
五

日
。
亀
戸
天
神
と
隔
年
。
当
社
は
本
所
の
掘
鎮
守
な
り
。
　
築
土

祭
　
十
五
日
　
江
戸
牛
込
御
門
外
に
有
。
当
社
、
む
か
し
は
牛
込
御
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う

の

内
に
あ
り
、
故
に
一
名
田
安
大
明
神
と
号
す
と
。
別
当
善
龍
山
成
就

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
つ
く
わ
ん

院
の
説
に
、
祭
る
所
、
平
の
将
門
の
霊
也
。
太
田
道
灌
、
将
門
の
霊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
く
　
ど

を
祭
り
て
、
田
安
明
神
と
号
す
。
元
和
二
年
、
今
の
津
久
戸
山
八
幡
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
く
　
と

社
地
に
う
つ
さ
れ
て
よ
り
、
津
久
戸
明
神
と
号
ス
〈
今
は
築
土
に
作

る
〉
。
地
主
の
神
、
八
幡
の
宮
居
は
、
築
土
の
社
と
並
び
て
有
。
当
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
ふ
　
す
　
な

の

人

は
、
八
幡
を
以
、
本
居
神
と
す
。
田
安
近
辺
、
飯
田
町
、
牛
込
船

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ふ
す
な
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
る
　
　
　
な
ら

河
原
の
人
は
、
築
土
を
本
居
神
と
す
。
是
皆
旧
き
に
倣
ふ
の
故
也
。
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
く
ら

祭
九
月
十
五
日
、
近
年
神
幸
な
し
。
当
日
、
神
供
十
二
座
の
神
楽
等
有
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
ト
　
や

芝
神
明
祭
　
十
一
日
よ
り
廿
一
日
迄
　
神
社
、
江
戸
日
比
谷
御
門
外
に

有

〈神
領
十
五
石
〉
。
別
当
金
（
百
九
十
八
オ
）
剛
院
、
神
主
西
東
氏
。

　
　
　
　
　
　
　
い
ひ
く
ら

社
説
に
云
、
当
社
飯
倉
神
明
宮
は
、
人
皇
六
十
六
代
一
条
帝
、
寛
弘
二

年
九
月
十
六
日
、
伊
勢
両
宮
を
勧
請
す
。
後
鳥
羽
院
建
久
四
年
、
源
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
く
わ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
う
け
ん

頼
朝
卿
、
下
野
国
那
須
野
発
向
の
時
、
祈
願
の
旨
あ
り
て
宝
剣
を
納
め
、

　
　
　
　
　
　
　
き
　
ふ

一
千
三
百
余
貫
を
寄
附
せ
ら
る
。
百
四
代
土
御
門
院
明
応
三
年
、
伊
勢

　
　
　
う
ち
も
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぽ
ろ
ほ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ

新
九
郎
氏
茂
、
小
田
原
の
城
主
大
森
実
頼
を
亡
し
、
関
東
に
威
を
振

　
　
き
さ
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
す
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
い
は

ふ
の

刻
、
当
社
の
神
領
を
掠
と
る
。
そ
れ
よ
り
神
殿
大
破
に
及
ひ
し

　
　
お
ほ
き
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
や
け
　
　
　
　
　
き
ふ

を
、
正
親
町
天
皇
天
正
年
中
、
　
官
よ
り
神
領
御
寄
附
有
。
寛
永
十
一

　
　
し
ゆ
ぞ
う
　
　
く
は
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
は

年
、
修
造
を
加
給
ふ
。
当
社
の
旧
地
は
、
増
上
寺
の
山
際
に
あ
り
。

故
に

飯
倉

神
明
と
号
す
。
祭
礼
、
九
月
十
1
日
よ
り
同
廿
1
日
迄
〈
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
ロ
つ
　
ロ
つ

幸

は
な
し
〉
。
此
節
、
時
と
し
て
秋
雨
多
し
。
F
J
　
．
4
を
も
て
世
俗
、
神

明
の
め
く
さ
れ
祭
と
い
ふ
。
祭
礼
の
間
、
社
内
に
於
て
生
姜
市
あ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
き
や
う
　
　
ヲ
ス
　
ニ

本
朝
医
方
伝
に
云
、
萱
は
去
二
稜
土
1
通
二
神
明
一
。
土
俗
、
か
や
う
の

　
　
　
あ
や
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
や
う
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
の
き
わ
り
こ

こ
と
を
誤
り
伝
へ
て
、
生
姜
を
売
る
も
の
欺
。
こ
の
外
、
檜
割
篭
に

　
　
　
　
え
が
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
め

藤
の
花
を
画
き
、
内
に
飴
を
盛
り
て
こ
れ
を
ち
け
と
い
ふ
。
参
詣
の
人
、

必
生
姜

と
こ
の
ち
げ
を
買
ふ
て
帰
る
。
又
当
社
の
氏
子
、
祭
礼
の
間
、

　
　
　
か
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
か
　
　
　
　
　
　
し
よ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ま

膿

を
醸
し
て
（
百
九
十
八
ウ
）
自
家
こ
れ
を
食
し
、
人
に
も
飲
し
む

　
　
　
　
　
く
わ
ん
が
く
ゑ

る
な
り
。
　
勧
学
会
十
五
日
　
三
月
に
同
じ
。
勧
学
院
、
か
の
大
学

　
　
　
た
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ん
そ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
ゆ
つ
く

の

南
に
建
ら
れ
し
か
ば
、
南
曹
と
そ
申
け
る
。
冬
嗣
大
臣
、
遠
き

お

も
ん
は
か
り

　
慮
　
お
は
し
け
る
に
や
、
子
孫
・
親
族
の
学
問
を
す
＼
め
ら
れ
ん
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
づ
ま
さ

め
、
勧
学
院
を
建
立
。
［
公
事
根
源
］
　
太
秦
の
牛
祭
　
十
五
日
　
山

城
国
太
秦
広
隆
寺
、
常
盤
村
の
南
山
に
あ
り
。
九
月
十
五
日
、
上
宮
王

院
の
庭
に
於
て
、
牛
祭
を
修
す
。
相
伝
ふ
、
慈
覚
大
師
帰
朝
の
日
、
順

　
　
ま
　
だ
　
ら
　
　
　
　
い
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
も
と

風

を
摩
多
羅
神
に
祈
る
。
帰
山
の
後
、
こ
の
神
を
叡
山
の
埜
に
勧
請
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す
。
赤
山
太
秦
も
又
こ
の
社
に
あ
り
。
故
に
今
夜
、
寺
中
の
神
事
も
摩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
み
こ
　
　
　
き

多
羅
神
を
祭
る
も
の
也
o
寺
中
の
行
者
、
紙
衣
を
着
、
牛
に
乗
て
上
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
さ
い
も
ん
　
　
と
く
じ
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
ノ
へ
　
　
さ
ん
げ

王
院
の
前
に
出
、
祭
文
を
読
請
す
。
是
、
　
悉
く
熾
悔
の
詞
に
し
て
、

い

に

し
へ
は
寺
僧
か
は
る
く
是
を
つ
と
む
。
し
か
れ
ど
も
、
そ
の
こ

　
き
げ
き

と
戯
誰
に
近
き
を
以
、
近
世
行
者
を
し
て
、
こ
れ
を
修
せ
し
む
o
法
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
う

畢
り
て
門
前
に
角
力
有
。
寺
説
に
云
、
こ
の
会
は
大
念
仏
会
と
称
す
。

　
　
　
　
　
か
い
び
や
く

十
1
日
の
暁
開
關
、
十
三
日
の
暁
に
到
て
結
願
也
、
云
云
、
下
略
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し
き
の
　
　
に
　
べ

山
口
祭
　
中
ノ
巳
午
ノ
日
　
周
防
国
吉
鋪
郡
仁
壁
の
神
社
、
九
月
中
ノ

（百
九
十
九

オ
）
巳
午
の
日
祭
礼
を
行
ふ
。
こ
れ
を
山
口
祭
と
い
ふ
。

　
　
　
こ
め
い
　
に
へ
　
　
　
　
　
に
べ

山
口
の
古
名
は
仁
壁
の
庄
故
に
、
仁
壁
の
神
社
と
号
ス
。
祭
る
神
住
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
め
の

三
神
を
以
本
社
と
す
。
合
せ
祭
る
二
神
、
味
粗
高
彦
命
・
下
照
媛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う

命
、
各
一
社
、
以
上
玉
殿
三
社
、
す
べ
て
仁
壁
の
神
社
と
号
し
、
又

お

り
は
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
う
　
　
　
い
し
よ
く
　
　
　
　
　
　
つ
か
さ
ど

織
機
大

明
神
と
も
、
ま
た
稲
宮
と
も
称
す
。
衣
食
の
こ
と
を
主
り
給

ふ

神
な
る
に
よ
り
て
、
此
号
あ
り
。
祭
礼
の
は
じ
め
、
織
機
の
神
事
あ

り
o
次
の
日
、
神
幸
、
神
輿
三
坐
、
本
社
の
西
、
神
幸
の
地
に
出
し
奉

　
　
や
ぶ
　
さ
め
　
　
　
　
　
　
　
こ
く
し
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
う
し
か
は

る
。
流
鏑
馬
あ
り
。
皆
国
主
よ
り
こ
れ
を
執
行
せ
ら
る
。
有
司
代
り
て

国
主
の
礼
拝
あ
り
。
又
六
月
、
御
田
の
祭
あ
り
。
鎮
守
の
年
月
詳
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
よ
く
へ
い

ず
。
人
王
十
1
代
垂
仁
天
皇
の
御
宇
、
勅
幣
を
奉
ら
る
。
そ
の
余
の

　
　
し
つ
さ
ん
　
　
　
　
わ
た
ら
ゑ
に
ひ
な
め
ゑ

伝
記
失
散
す
。
　
度
会
新
嘗
会
　
外
宮
十
六
日
、
内
宮
十
七
日
　
内
裏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
や
う
ゑ

よ
り
初
稲
を
伊
勢
両
宮
へ
奉
ら
せ
給
ふ
な
り
。
大
嘗
会
と
い
ふ
は
、
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
せ
　
ん

即
位
の
後
、
日
本
国
中
の
神
々
へ
御
撰
を
た
て
ま
つ
ら
せ
給
ふ
を
い
ふ
。

度
会
と
は
、
両
宮
、
度
会
郡
に
鎮
座
ま
し
ま
す
ゆ
ゑ
の
名
な
り
。
又
伊

勢
を
竹
の
都
と
も
い
へ
り
。
新
米
を
奉
る
故
に
、
早
稲
米
の
御
祭
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
つ
　
ほ

ふ
o
神
に
奉
る
を
初
穂
と
い
ふ
も
（
百
九
十
九
ウ
）
こ
れ
よ
り
出
た
り
。

　
　
　
は
つ
お
　
　
か
く
　
　
あ
や
ま
　
　
　
　
　
か
　
な

今
の
人
初
尾
と
書
は
誤
り
也
。
仮
名
に
は
、
は
つ
ほ
と
か
く
べ
し
。

あ
や
は

穴
織
祭
　
十
七
日
十
八
日
　
摂
州
曲
豆
嶋
郡
池
田
村
、
民
家
の
山
上
に
あ

　
　
く
れ
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
や
は
　
く
れ
は

り
。
綾
羽
大
明
神
と
号
す
。
『
摂
陽
群
談
』
に
云
、
穴
織
・
呉
服
の
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
パ
へ

社
、
そ
の
間
わ
つ
か
に
十
町
斗
、
云
云
。
○
応
神
天
皇
十
四
年
春
二
月
、

　
　
　
　
ぬ
ひ
ト
め
　
　
　
　
　
こ
う
　
　
　
ま
　
け
　
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
め
　
　
き
ぬ
ざ
ひ

百
済
王
、
縫
女
二
人
を
貢
ズ
。
真
毛
津
と
い
ふ
。
是
今
、
来
目
の
衣
縫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
ち
　
　
　
を
　
む

の

始
祖
也
。
［
日
本
紀
］
同
三
十
七
年
春
二
月
戊
午
朔
、
阿
知
の
使
主
・

つ

か

　

を

む

　

ご

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

を

都
加
の

使
主

を
呉
に
つ
か
は
し
て
、
縫
工
女
を
求
め
し
む
。
阿
知
の
使

む主
等
、
高
麗
国
に
至
り
て
更
に
道
路
を
し
ら
ず
。
道
を
知
る
も
の
を
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
れ
は
　
く
れ
し
　
　
　
そ
へ
　
み
ち
し
る
へ

麗
に

乞

ふ
。
高
麗
王
、
乃
チ
久
礼
波
・
久
礼
志
二
人
を
副
て
導
者
と

す
。
こ
れ
に
よ
り
て
呉
に
通
ず
る
こ
と
を
得
た
り
。
呉
の
王
、
　
H
女

い

う
ね
　
い
う
と
　
く
れ
は
と
り
　
あ
や
は
と
り
　
あ
た

兄
媛
・
弟
媛
、
呉
織
・
穴
織
を
与
ふ
。
同
四
十
1
年
春
二
月
甲
午
朔
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
ね
か
た

阿
知
の

使
主
等
、
呉
よ
り
筑
紫
に
至
る
の
時
、
胸
形
大
神
、
工
女
を
乞

　
　
　
　
い
　
う
　
ね

ふ
o
故
に
兄
媛
を
以
、
胸
形
大
神
に
奉
る
。
是
今
、
筑
紫
の
国
に
あ
る

み

つ
か
ひ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ひ

き
い

御
使
君
の
祖
也
。
既
に
し
て
そ
の
二
女
を
率
て
摂
津
国
に
至
る
。
武

　
　
　
　
　
　
　
ほ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
さ
ト
き
　
み
こ
と

庫
に
来
り
て
天
皇
崩
ず
。
ゆ
く
に
及
ば
す
、
こ
れ
を
大
鶴
鶉
の
尊
〈
仁

　
　
　
た
て
ま
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ぬ
ご
ひ

徳
〉
に
献
る
。
こ
の
女
人
等
の
後
、
今
、
呉
の
衣
縫
・
蚊
（
二
百
オ
）

屋
の

衣
縫
是
也
。
［
同
書
］
仁
徳
天
皇
七
十
六
年
戊
子
九
月
十
七
日
に
、

ぬ

ひ

ひ

め

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

つ
ひ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
ぬ
ひ
り
や
う

縫
媛
二
人

と
も
去
給
ひ
て
、
終
に
こ
れ
を
い
は
ひ
祭
り
、
縫
殿
寮
の
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
や
は
　
く
れ
は

と
な
す
。
毎
年
九
月
十
七
日
、
十
八
日
を
穴
織
・
呉
織
両
社
の
祭
礼
と

　
　
に
き
た
へ
　
　
あ
ら
た
へ

し
、
和
衣
・
荒
布
の
神
供
を
備
へ
て
、
こ
れ
を
神
衣
祭
と
称
す
。

く
れ
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
し
ま
　
　
　
　
　
　
は
た
け
か
ん
み
そ

呉
服
祭
　
十
八

日
　
摂
州
豊
嶋
郡
池
田
村
の
圃
の
中
に
有
。
呉
服
大

明
神
と
号
す
。
例
祭
九
月
十
八
日
也
。
『
日
本
紀
』
の
説
、
前
二
委
シ
。
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ぬ
ひ
ひ
め

社
家
の
説
に
は
、
応
神
天
皇
春
二
月
、
縫
媛
を
呉
に
求
ム
と
い
へ
り
。

じ
や
う
な
ん
ぢ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
　
ぱ
　
　
さ
と

城
南
寺
祭
　
廿
日
　
山
城
国
鳥
羽
の
郷
に
あ
り
。
祭
る
神
一
座
、
鳥
羽

天
皇
。
［
神
社
啓
蒙
］
社
説
に
云
、
祭
る
所
二
十
二
社
の
内
七
社
也
。

伊
勢
、
石
清
水
、
松
尾
、
稲
荷
、
賀
茂
上
下
、
平
野
、
春
日
、
以
上
城

　
　
　
こ
コ
つ

南
神

と
号
す
。
例
祭
九
月
廿
日
、
神
輿
二
基
あ
り
。
こ
の
地
、
人
皇
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
き
　
ロ
つ

十
四

代
鳥
羽
上
皇
の
離
宮
に
し
て
、
王
城
の
南
た
る
ゆ
ゑ
に
、
城
南
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
は
た

離
宮
と
い
へ
り
。
　
八
幡
花
の
頭
　
廿
日
　
山
城
国
八
幡
山
の
社
僧
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
ら
み
　
　
　
　
　
　
　
く
わ
た
い

九

月
廿
日
、
花
の
頭
を
修
す
。
先
、
六
月
よ
り
撰
て
、
始
て
花
台
を

つ

く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
か
ぞ
く
　
　
　
　
わ
る
　
へ
ぐ
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ぐ

造

る
。
こ
れ
を
地
盤
剥
と
い
ふ
。
我
俗
、
板
を
割
を
片
と
い
ひ
、
又
剥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
　
し

と
い
ふ
。
是
板
を
剥
て
台
を
造
る
の
儀
也
。
花
の
頭
と
は
社
僧
の
弟
子
、

　
　
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
つ
　
く
は
ざ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
て
な

髪

を
剃
り
、
衆
僧
の
列
に
加
る
（
二
百
ウ
）
の
と
き
、
社
僧
を
饗
す

　
　
い
う
か
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
わ
い
ろ
う
　
　
か
さ

に
、
彩
箋
を
以
て
草
花
を
制
し
、
台
を
神
前
の
廻
廊
に
飾
り
、
酒
宴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
り
　
じ
　
よ

の

興

を
催
す
。
故
に
花
の
頭
と
称
ス
。
　
婆
利
女
祭
　
廿
日
　
洛
陽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
ん
　
じ
　
よ

高
辻
の
北
、
室
町
の
西
に
あ
り
。
祭
礼
、
昔
は
七
月
な
り
し
を
、
中
こ

ろ
よ
り
九
月
廿
日
と
す
。
『
雍
州
府
志
』
に
、
繁
昌
の
社
〈
繁
昌
は
婆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
り
さ
い
じ
よ

利
女
の
誰
り
か
〉
元
ト
針
才
女
を
祭
る
所
に
し
て
、
実
は
弁
財
天
也
。

o
む
か
し
出
雲
の
前
司
て
ふ
人
の
む
す
あ
、
こ
の
所
に
て
う
せ
た
り
け

　
　
　
ほ
ふ
む
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
い

る
に
、
　
葬
お
さ
め
ん
と
て
、
鳥
部
山
に
旦
ハ
し
行
け
れ
は
、
そ
の
死
骸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ご

も
と
の
所
に
か
へ
り
て
後
は
、
更
に
動
か
す
へ
く
も
あ
ら
ず
。
せ
ん
か

た
な
く
て
、
此
所
に
お
さ
め
侍
り
し
に
、
其
塚
の
ほ
と
り
六
七
間
ほ
ど

は
、
人
も
住
つ
か
で
、
荒
地
に
て
有
け
る
を
、
後
に
何
人
や
ら
ん
、
社

を
た
て
つ
る
よ
し
侍
り
。
其
社
、
故
有
て
弁
財
天
と
い
は
ひ
祭
れ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
や
か
つ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
め
と
り

［宇
治
拾
遺
］
午
頭
天
王
、
沙
渇
羅
龍
王
の
三
女
を
要
給
へ
り
。
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
つ
く
し
ま

名
を
婆
利
女
と
い
ふ
。
［
重
箆
内
伝
］
安
藝
厳
嶋
の
弁
才
天
女
、

し
や
か
つ
ら

沙
渇
羅
龍
王
の

第
三
女

な
る
よ
し
い
ひ
伝
ふ
。
し
か
れ
は
婆
利
女
を
弁

天
也

と
い
ふ
も
、
又
故
な
き
に
あ
ら
ず
。
太
閤
秀
吉
、
こ
の
社
を
東
山

　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
は
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ト
り

佐
女

牛
の
八
幡
宮
の
傍
に
う
つ
す
。
し
か
れ
と
も
甚
崇
を
な
す
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
び
え
び
す

よ
り
て
、
ふ
た
s
び
元
の
所
に
安
置
す
と
也
。
　
旅
夷
祭
　
廿
日

ら
く
と
う

洛
東
建
仁
寺
の
門
前
に
あ
り
。
今
、
九
月
廿
日
こ
れ
を
祭
ル
。
（
二
百

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
く
し
　
　
　
　
き
そ
う
　
　
　
　
　
　
ほ
う
ふ
う

一
オ
）
相
伝
ふ
、
建
仁
寺
の
千
光
国
師
、
栄
西
帰
宋
の
日
、
船
中
暴
風

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
る
こ
　
　
　
　
は
た
う
　
　
　
た
べ
よ

の

難

あ
り
。
た
ま
く
蛭
児
の
像
、
波
濤
に
随
て
漂
ふ
者
あ
り
。
栄

　
　
　
　
　
お
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
べ
か

西
、
こ
れ
を
収
め
て
こ
れ
を
祭
る
。
風
止
み
波
静
に
し
て
主
心
な
き
事

を
得
た
り
。
栄
西
、
寺
に
帰
り
て
社
を
た
つ
。
今
の
夷
の
宮
、
是
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
う
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
の

今
に
至
り
て
西
海
に
赴
く
人
、
此
社
に
詣
て
風
波
の
難
な
き
事
を
祈

　
　
　
　
　
　
　
せ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
り
も
　
　
つ
く

る
。
故
に
旅
夷
と
称
す
。
祭
礼
の
日
、
宮
川
町
辺
の
居
民
、
遷
物
・
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ち
ほ
こ
　
　
　
　
　
　
　
し
た
か

り
物
を
出
す
。
神
輿
一
基
、
持
鉾
こ
れ
に
従
ふ
。
○
或
説
に
云
、
栄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
ぶ
り

西
、
日
宋
し
て
帰
朝
の
日
、
茶
の
種
を
採
り
来
り
て
、
先
筑
前
国
背
振

　
　
う
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
う
　
　
ち
や
た
ね
　
　
　
　
　
み
や
う
ゑ

山
に
植
、
岩
上
茶
と
名
つ
く
。
栄
西
、
宋
の
茶
種
を
以
、
明
恵
上
人
に

あ

た

　
　
　
と
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ご

与
へ
、
栂
の
尾
及
ヒ
宇
治
に
植
。
宇
治
の
土
地
相
宜
シ
。
故
に
日
本
第

一
と
す
。
［
巻
懐
食
鏡
］
　
上
難
波
祭
　
廿
一
日
　
摂
州
西
成
郡
大
坂

ば

く
ろ
う

博
労
町
に

有
。
祭
る
神
三
座
。
第
一
稲
荷
〈
倉
稲
魂
神
〉
、
第
二
祇
園

〈素
菱
烏
尊
〉
、
第
三
平
野
〈
仁
徳
天
皇
〉
。
後
三
条
院
延
久
三
年
勧
請
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
だ
て

世
俗
、
仁
徳
天
皇
の
祭
と
い
ふ
。
毎
年
九
月
廿
一
日
、
神
事
、
神
湯
等

　
　
　
　
　
　
あ
ま
さ
け
　
か
も
　
　
　
た
か
ひ

あ
り
。
氏
子
、
　
酷
を
醸
し
て
互
に
相
贈
る
也
。
社
説
に
、
仁
徳
帝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
わ
う
き
よ

の

社

は
、
元
大
江
橋
の
東
上
町
の
内
に
有
。
是
い
に
し
へ
皇
居
の
跡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
つ

也
。
秀
吉
の
時
、
上
難
波
に
遷
す
。
　
淀
祭
　
廿
二
日
（
1
I
百
1
ウ
）

一 99一



　
　
む
か
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゆ
く

伊
勢

向
の
神
社
は
、
山
城
国
紀
伊
郡
淀
の
駅
小
橋
の
東
河
中
に
有
。

　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
さ
か
る
む
か
ひ
つ
ひ
め

祭
る
所
の
神
l
座
、
天
逆
向
津
姫
尊
〈
宝
基
文
図
に
云
、
天
照
大
神

　
　
　
　
　
　
　
　
い
は
し
み
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
ん
こ
う

也
〉
o
　
［
神
社
啓
蒙
］
石
清
水
の
社
家
の
説
に
云
、
八
幡
遷
幸
の
縁
に
よ

　
　
　
い
せ
む
か
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
し
ろ

り
て
、
伊
勢
向
と
号
す
。
こ
s
に
祠
す
。
一
説
に
、
淀
姫
の
社
、
祭

る
所
、
今
三
座
。
淀
姫
の
神
、
千
観
内
供
の
霊
、
天
神
。
伝
て
い
ふ
、

千
観
法
師
、
肥
前
国
佐
賀
郡
、
淀
姫
の
神
を
こ
の
地
に
勧
請
す
。
淀
姫

　
　
　
　
　
　
　
そ
う
び
や
う
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
も
と

の

明
神
は
、
八
幡
宗
苗
の
叔
母
、
＃
功
皇
后
の
御
妹
。
又
、
淀
大
荒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
と
み
た
る

木
の
社
、
祭
ハ
廿
二
日
、
或
は
淀
水
垂
淀
の
姫
大
明
神
の
祭
り
廿
三
日

　
　
　
　
せ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
う

と
、
何
が
是
な
る
や
。
土
人
云
、
淀
祭
と
称
す
る
も
の
是
也
、
是
淀
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
と
　
　
つ
べ
み
み
ち
せ
ま

鎮
守

也
。
神
輿
一
基
。
淀
の
堤
路
狭
く
、
神
輿
還
幸
の
時
、
行
列
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ざ
み

立
が

た
し
。
よ
り
て
跡
を
先
へ
振
り
か
は
り
て
、
同
じ
堤
を
帰
る
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ざ
　
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　
ま

故
に
跡
が
先
と
は
こ
の
祭
を
い
ふ
也
。
　
坐
摩
祭
廿
二
日
　
坐
摩
の

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
さ
か
す
り

伝
記

は
、
六
月
坐
摩
の
御
祓
の
条
下
に
く
は
し
く
注
し
た
れ
は
、
こ
＼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
ひ
な
め

に

略
す
。
例
祭
九
月
廿
二
日
、
是
を
相
嘗
八
十
嶋
祭
と
号
す
。
新
嘗
の

　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
は
　
た

神
事
な
る
に
や
。
　
木
幡
祭
　
廿
四
日
　
山
城
国
宇
治
郡
木
幡
に
有
。

　
　
　
　
　
　
ま
さ
や
あ
か
つ
は
や
ひ
あ
ま
の
を
ほ
ね
の

祭
る
所
の
神
、
正
哉
吾
勝
速
日
天
忍
骨
命
也
。
是
地
神
第
二
の
神
に
し

て
、
父
は
素
蓋
烏
尊
也
。
後
に
天
照
太
神
、
取
て
御
子
と
し
給
ふ
。
こ

　
　
　
か
　
ど
　
　
く
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ん
り
や
う

の

神
、
下
土
に
降
り
給
は
ず
。
故
に
（
二
百
ニ
オ
）
山
陵
な
く
し
て

　
　
み
た
ま
　
　
ま
つ

そ
の
霊
を
祀
り
て
木
幡
の
神
社
と
号
ス
。
［
雍
州
府
志
］
例
祭
九
月
廿

四

日
〈
今
五
日
〉
、
神
輿
二
基
、
内
l
基
、
田
中
明
神
也
。
田
中
の
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ま
ぴ
ら
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
、
同
所
地
主
の
神
也
。
祭
る
神
詳
な
ら
す
。
或
説
に
云
、
柳
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
く
と
ロ
つ

明
神
、
是
木
幡
の
神
也
。
　
鹿
ケ
谷
祭
　
廿
四
日
　
洛
東
浄
土
寺
村
十

禅
師
の
祭
也
。
銀
閣
寺
の
門
前
、
北
の
方
に
十
禅
師
の
社
あ
り
。
同
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ま
ひ
ら
か
　
　
　
　
　
　
う
ふ
す
な

に

八
所

明
神
の
社
有
。
神
号
詳
な
ら
す
。
土
人
本
居
神
と
す
。
祭

礼
九
月
廿
四
日
〈
今
九
日
〉
。
『
雍
州
府
志
』
に
鹿
ケ
谷
天
皇
祭
と
し
る

　
　
　
　
　
さ
い
し
び
　
　
　
　
し
る
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
か
が
み

せ

り
o
今
、
祭
祀
微
に
し
て
記
す
に
及
ば
す
。
　
逆
髪
祭
　
廿
四
日

　
　
　
　
　
　
　
し
　
が
　
　
　
ひ
　
は

社
説
に

云
、
江
州
滋
賀
郡
琵
琶
湖
の
南
、
相
坂
関
の
清
水
大
明
神
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
う
が
ん
し
い

延
喜
第
四
の

皇
子
蝉
丸
の
社
也
。
蝿
丸
、
双
眼
盲
給
へ
る
故
に
、
勅
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
き
や
う

て
延
喜
廿
二
年
壬
午
春
三
月
、
公
卿
大
夫
、
蝉
丸
を
供
奉
し
て
相
坂
山

に

左
遷

し
奉
り
、
各
涙
雨
を
滴
て
帰
京
す
。
残
り
留
る
人
、
白
川
の
紀

　
の
り
な
が
　
　
も
と
つ
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ろ
す
け
　
　
　
　
　
し
か
く

ノ
則
長
、
基
経
、
古
屋
の
美
女
、
師
輔
な
り
、
云
云
。
麦
に
於
て
姉
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
そ
か
に
き
ん
け
つ

宮
、
深
く
蝉
丸
を
し
た
ひ
、
　
密
禁
闘
を
出
て
相
坂
山
に
来
り
、
蝉
丸

　
　
　
　
　
　
　
　
せ
い
し
や
う
　
　
　
　
り
よ
し
ゆ
く
　
　
さ
ん
か
ん
せ
ん
り
く
　
　
へ
ん
れ
き

と
s
も
に
花
月
を
清
賞
し
、
旅
駅
の
山
岩
川
陸
を
偏
歴
し
て
、

う
ん
く
は
ん
り
よ
く
は
つ
て
ん
ど
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
つ

雲

髪
緑

髪
顛
倒
す
。
国
人
、
御
名
を
逆
髪
と
号
く
。
天
慶
九
年
丙
午

　
　
　
　
　
　
　
　
せ
い
き
よ

九
月
廿
四
日
、
蝿
丸
逝
去
し
給
ふ
。
（
二
百
ニ
ウ
）
故
に
毎
年
九
月
廿

　
　
　
ま
つ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
こ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
き
よ

四

日
の
祭
祀
、
今
に
至
り
て
怠
る
こ
と
な
し
。
姉
宮
莞
去
の
後
、
蝉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
う
た
ん

丸

と
と
も
に
一
社
に
合
せ
祭
る
、
云
云
。
馬
琴
云
、
此
説
妄
誕
甚
し
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
こ
　
　
　
　
　
　
　
し
や
う
こ

い

ふ

べ

し
。
蝿
丸
を
延
喜
帝
の
皇
子
と
い
ふ
こ
と
、
更
に
証
拠
な
き
こ

　
　
　
た
と
ひ
　
　
　
　
　
み
　
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
か
で

と
也
。
仮
令
延
喜
の
皇
子
た
り
と
も
、
罪
な
く
し
て
争
か
逢
坂
山
に

す
て

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

め

し
い
　
　
　
　
　
み
　
こ

捨
給
ふ
こ
と
や
あ
る
。
殊
更
、
盲
給
へ
る
皇
子
な
ら
は
、
わ
き
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
は
れ
　
　
　
　
つ
い
ほ
う

つ

く
し
み
給
ふ
べ
き
事
な
る
を
、
謂
な
く
追
亡
し
給
は
ん
や
。
世
俗

の

諺
に
も
、
延
喜
の
聖
代
と
て
、
め
て
た
き
た
め
し
に
も
い
ふ
な
る
を
、

　
　
　
　
じ
ん
　
　
お
こ
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
の
ば

か

s
る
不
仁
の
行
ひ
は
、
田
夫
野
人
と
い
へ
と
も
、
な
す
に
忍
ざ
る

所
也
。
又
、
蝉
丸
を
盲
人
と
い
ふ
説
も
覚
束
な
し
。
い
か
に
と
な
れ
は
、

相
坂
山
の
歌
の
詞
書
に
、
ゆ
き
＼
の
人
を
見
て
よ
め
る
、
と
あ
る
を
も

　
　
　
　
　
も
う
じ
ん

思
ふ

へ
し
。
盲
人
の
詞
書
に
見
る
と
い
ふ
こ
と
は
書
べ
か
ら
ず
。
蝿
丸
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は

延
喜
の
皇
子
に
も
あ
ら
ず
。
相
坂
山
の
辺
り
に
庵
を
引
結
び
た
る
、

せ
い
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
か
が
み

清

雅
の
よ
す
て
人
に
こ
そ
あ
ら
め
。
又
逆
髪
の
女
王
の
事
、
ま
す
く

跡

な
し
ご
と
也
。
愚
按
す
る
に
、
逆
上
は
坂
上
の
誤
り
な
る
べ
し
。
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ふ
さ
か

門
の
説
に
云
、
江
州
会
坂
山
、
関
の
明
神
二
所
、
一
所
は
坂
上
に
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
か
ざ
み

一
所
は
坂
下
に
あ
り
と
。
元
ト
坂
上
の
社
な
ど
い
ひ
し
を
、
誤
り
て
種
々

　
　
　
ま
う
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
う
そ

の

説

を
設
た
る
な
ら
ん
。
又
云
、
二
所
共
に
道
祖
神
を
祭
り
、
以
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
い

所
の
鎮
守
と
す
。
朱
雀
院
の
御
宇
、
蝉
丸
（
二
百
三
オ
）
の
霊
を
当
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
う

に

合
せ
祭
る
。
依
て
土
俗
、
蝿
丸
の
社
と
称
す
。
下
の
社
の
前
に
井
あ

り
0
関
の
清
水
と
名
つ
く
。
清
水
明
神
と
号
す
。
祭
礼
九
月
廿
四
日
、

上
下
の
社
同
日
也
。
神
輿
二
基
。
こ
の
説
、
先
つ
お
だ
や
か
な
り
。

　
　
や
　
ぶ
　
さ
　
め

天
満
流
鏑
馬
　
廿
五
日
　
摂
州
西
成
郡
天
満
に
有
。
祭
る
所
の
神
、
北

野
に
同
じ
。
九
月
廿
五
日
流
鏑
馬
あ
り
。
社
家
こ
れ
を
勤
む
。
鳥
居
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
せ
　
　
　
　
ま
と
　
　
　
い

辺

よ
り
天
満
橋
に
至
り
て
、
馬
を
馳
て
、
的
を
射
る
也
。
　
北
山
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
く
お
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ぬ
か
さ
　
お
か
　
う
し
と
ら

廿
六

日
　
六
所
の
社
は
、
洛
北
鹿
苑
寺
の
西
南
、
衣
笠
の
岳
の
艮
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ま
び
ら
か

林
の
中
に
あ
り
。
祭
神
詳
な
ら
ず
。
例
祭
九
月
廿
七
日
〈
名
勝
志

の

説

こ
れ
に
同
し
〉
。
北
山
天
神
祭
、
九
月
廿
六
日
。
こ
の
日
、
拝
殿

に

於
て

三
番
里

あ
り
。
正
月
廿
七
日
、
六
所
明
神
猿
楽
あ
り
。
［
管
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
う
ち
い
ん

記
］
或
は
い
ふ
、
九
月
廿
七
日
、
等
持
院
村
祭
〈
松
尾
末
社
〉
。
等
持

　
　
ろ
く
お
ん
　
　
　
　
　
と
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
う

院
、
鹿
苑
寺
、
相
隣
る
故
に
、
す
べ
て
北
山
祭
と
称
す
。
○
北
山
の
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ん
さ
い

社
は
、
大
北
山
村
に
有
。
天
長
五
年
八
月
、
天
地
変
災
あ
ら
ん
と
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
い
の

丁
丑
に

北
山
の
神
に
祈
る
。
［
類
従
国
史
］
名
勝
志
に
云
、
北
山
は
高

橋
の
西
北
四
五
町
に
あ
り
〈
高
橋
は
、
北
野
平
野
の
間
、
紙
屋
川
の
橋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
に
し
へ

也
〉
o
洛
陽
よ
り
戌
亥
の
方
、
北
方
に
あ
ら
ず
と
い
へ
と
も
、
　
古
よ

　
　
　
　
　
　
　
う
た
が
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

り
北
山
と
称
す
。
　
疑
ら
く
は
村
名
の
拠
る
所
か
。
『
毛
吹
草
』
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
か
ひ
　
　
こ
と

北
山
祭
廿
五
日
と
記
す
。
諸
説
、
迭
に
異
也
。
（
二
百
三
ウ
）
津
村
祭

廿
七

日
　
津
村
御
霊
の
社
は
、
摂
州
西
成
郡
大
坂
津
村
に
あ
り
。
祭
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
げ

神
、
鎌
倉
権
五
郎
景
政
が
霊
也
。
昔
、
津
村
の
某
守
ら
武
勇
を
励
み
、

　
　
　
じ
ゆ
ん
こ
う
　
　
　
　
　
　
お
う
し

諸
国
を
巡
行
し
て
、
軍
術
奥
旨
を
極
む
。
相
模
国
に
至
り
て
、
一
夕
、

　
　
　
　
　
ま
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
れ
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
　
　
た
く

景
政
の
社
に
詣
で
神
殿
に
通
夜
す
。
時
に
神
、
渠
が
武
勇
を
感
じ
託
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ
　
　
　
　
　
お
う
ご

て

云
、
摂
津
国
難
波
の
勝
地
に
祝
ひ
祭
れ
、
我
将
に
汝
を
擁
護
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
る
し

答

て

云
、
何
を
以
か
証
と
せ
ん
。
日
ク
、
枕
上
二
神
幣
あ
ら
ん
。

め

い

た

ん

さ
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

明
旦
覚
て
見
れ
ば
、
は
た
し
て
神
幣
有
。
某
み
つ
か
ら
こ
れ
を
負
ひ
、

　
　
　
　
　
　
ほ
こ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
う

津
村
に
帰
り
て
叢
祠
を
造
り
、
神
幣
を
納
め
て
こ
れ
を
祭
る
。
御
霊
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
う
ご
う

宮
是
也
。
元
禄
の
頃
、
御
霊
大
明
神
と
贈
号
あ
り
。
毎
年
九
月
廿
九
日
、

　
　
ゆ
だ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ふ
す
な
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
い
を

神
祭
神
湯
の
式
あ
り
。
津
村
の
土
人
、
本
居
神
と
す
。
［
摂
陽
郡
談
］

注　
r
日
本
文
学
研
究
」
第
四
十
八
号
～
同
第
五
十
八
号
、
大
東
文
化
大

学
日
本
文
学
会
、
二
〇
〇
九
年
二
月
～
二
〇
一
九
年
二
月
。
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