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翻
刻
に
際
し
て
は
、
三
津
井
牧
子
氏
に
ご
協
力
頂
い
た
。

貴
重
な
資
料
の
閲
覧
を
ご
許
可
頂
い
た
各
機
関
並
び
に
、
資
料
の
翻
刻
を
ご
快

諾
頂
い
た
国
立
公
文
書
館
、
都
立
中
央
図
書
館
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｃ
）（
課
題
番
号21520188

）
の
成

果
の
一
部
で
あ
る
。

＊
前
稿
訂
正　
　
　

（
誤
）
→
（
正
）

93
頁
上
段　

2
行
目　

読
ハ

→
読
ム

同　
　
　
　

6
行
目　

取
→
所

同　
　
　
　

12
行
目　

不
レ
所
レ
可
ル

→
不
レ
所
レ
知
ル
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興
味
深
い
の
は
、「
な
ん
ぞ
寸
尺
或
は
植
樹
に
よ
つ
て
人
の
吉
凶
あ
ら
ん
や
。

仮
令
右
の
よ
き
寸
法
に
合
わ
せ
門
を
建
る
と
も
、
不
慎
の
人
は
禍
か
な
ら
ず
遠
か

る
ま
じ
。（
中
略
）只
其
地
の
よ
ろ
し
き
に
し
た
が
ひ
門
を
建
立
し
て
少
も
災
な
し
」

（
⑮
唐
尺
の
弁
）
や
、「
勿
論
一
人
に
一
行
づ
ゝ
配
し
て
何
生
と
し
、
相
生
相
尅
を

以
て
吉
凶
を
定
む
る
は
、
卜
者
の
徒
が
人
を
惑
す
妄
言
也
。（
中
略
）
故
に
屋
造
・

棟
上
・
移
徒
に
五
行
相
生
相
尅
を
用
ず
し
て
何
の
災
か
あ
ら
ん
」（
⑯
相
生
相
尅

の
弁
）、
あ
る
い
は
「
宮
社
は
格
別
、
人
家
は
其
地
の
よ
ろ
し
き
に
し
た
が
ひ
、

方
角
に
か
ゝ
は
ら
ず
、
人
々
の
家
業
に
便
宜
や
う
に
造
立
す
る
が
、
則
よ
き
方
角

と
い
ふ
も
の
也
。
棟
上
・
移
徒
と
て
も
家
業
の
故
障
に
な
ら
ざ
る
月
日
を
考
て
其

事
を
な
す
べ
し
。
是
則
其
人
に
お
い
て
吉
日
也
と
し
る
べ
し
。」（
同
）、「
屋
敷
取

地
形
に
吉
凶
あ
ら
ざ
る
こ
と
を
知
べ
し
。
唯
其
人
の
家
業
に
便
よ
ろ
し
き
地
を
え

ら
み
、
家
を
造
立
し
て
可
也
。（
中
略
）
な
ん
ぞ
屋
敷
の
地
形
に
よ
つ
て
人
の
禍

福
あ
ら
ん
や
。」（
⑰
屋
敷
取
吉
凶
の
弁
）
な
ど
、
今
日
か
ら
み
て
、
あ
る
意
味
合

理
的
な
思
考
を
持
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。

　

ま
た
下
之
巻
に
は
「
附
録
」
と
し
て
、「
鳥
居
の
図
」「
玉
垣
の
図
」
他
を
掲

載
す
る
。
こ
こ
で
も
面
白
い
の
は
、「
右
の
雛
形
は
、一
番
匠
古
よ
り
伝
ふ
る
所
也
。

幸
に
こ
れ
を
求
得
て
爰
に
写
し
、
童
蒙
に
便
す
。」
と
述
べ
た
後
、「
予
元
来
此
の

職
な
ら
ね
ば
、
割
合
寸
法
の
事
は
し
ら
ず
。
宮
を
造
る
人
此
図
を
種
と
し
て
恰
好

よ
ろ
し
く
地
引
す
べ
し
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

い
た
だ
す
人
は
滅
多
に
い
な
い
も
の
で
あ
る
。自
分
は
大
工
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、

家
業
の
暇
に
神
書
を
閲
覧
し
、
折
に
ふ
れ
そ
の
神
（
＝
「
日
本
番
匠
の
祖
神
」）

の
お
名
前
を
見
て
、
そ
の
ご
神
威
が
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
悲
し
く

思
い
、
終
に
そ
の
気
持
ち
が
抑
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
本
書
を
書
い
た
」
と
。

【
内
容
】

自
序
に
「
始
に
専
番
匠
の
神
の
混
雑
せ
る
こ
と
を
弁
じ
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、

上
之
巻
は
、
番
匠
の
祖
神
の
話
を
中
心
に
展
開
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
番
匠
の

祖
神
は
、
手
置
帆
負
命
と
彦
狭
知
命
の
二
神
で
あ
り
、
俗
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
聖

徳
太
子
は
番
匠
の
祖
神
で
は
な
い
こ
と
を
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
。

中
之
巻
は
、自
序
に
「
次
に
神
代
の
昔
語
を
写
し
て
番
匠
の
神
の
神
徳
を
述
べ
」

と
あ
り
、
中
之
巻
冒
頭
に
も
「
爰
に
記
す
る
は
神
代
に
始
て
宮
造
り
あ
り
し
こ
と

を
載
せ
、
次
に
神
武
天
皇
都
造
り
の
こ
と
、
又
は
二
所
皇
太
神
宮
御
鎮
座
の
時
代

を
筆
し
て
、
も
つ
は
ら
番
匠
の
神
の
功
を
の
ぶ
る
も
の
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、

伊
弉
諾
尊
、
伊
弉
冉
尊
の
八
尋
殿
建
立
に
は
じ
ま
り
、
神
武
天
皇
の
橿
原
宮
建
立

を
経
て
、
天
照
大
神
、
豊
受
太
神
の
御
鎮
座
の
話
、
そ
し
て
最
後
に
番
匠
の
神
の

御
神
徳
を
ま
と
め
る
。
す
な
わ
ち
、「
今
諸
人
家
に
居
す
る
こ
と
は
此
二
神
の
御

恵
也
。（
中
略
）
番
匠
た
る
人
は
別
て
敬
奉
る
べ
し
。
此
外
、
桶
工
・
桧
器
匠
・

鋸
匠
・
竹
細
工
人
等
も
、
此
二
神
を
敬
ふ
べ
し
」
と
述
べ
て
い
る
。

下
之
巻
は
、
一
転
し
て
話
が
具
体
的
に
な
る
。
自
序
に
は
「
終
に
宮
造
よ
り
鳥

居
に
至
る
ま
で
そ
の
故
実
を
顕
し
、
又
、
屋
造
吉
凶
の
弁
を
加
え
て
三
巻
と
な
し

ぬ
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
地
鎮
の
神
事
」「
釿
始
の
神
事
」
な
ど
が
具
体
的
に
述
べ

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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に
よ
る
と
、史
学
を
好
ん
で
、国
書
を
読
み
、市
井
に
身
を
置
き
、「
文
籍
」
と
「
匠

具
」、
つ
ま
り
書
籍
と
大
工
道
具
を
扱
う
店
を
商
っ
て
い
た
と
い
う
。

ま
た
自
序
に
「
僕
こ
の
職
な
ら
ね
ど
も
」
と
述
べ
、
跋
文
に
も
、「
予
元
来
此

職
な
ら
ね
ば
割
合
寸
法
の
事
は
し
ら
ず
」
と
あ
り
、
定
準
自
ら
自
分
が
大
工
で
は

な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

ま
た
『
国
書
人
名
辞
典
』（
岩
波
書
店　

平
成
八
年
十
一
月
）
に
次
の
よ
う
に

あ
る
。工

芸
家　
〔
生
没
〕
生
没
年
未
詳
。
江
戸
時
代
中
期
の
人
。〔
名
号
〕
名
、
定

準
。〔
経
歴
〕
美
作
津
山
の
人
。

〔
著
作
〕
匠
家
必
用
記
〈
宝
暦
六
刊
〉

〔
参
考
〕
河
野
省
三
記
念
文
庫
目
録

【
成
立
事
情
】

友
諒
序
に
よ
る
と
、
友
諒
を
畿
内
に
訪
れ
た
定
準
は
、「
今
の
大
工
は
、
古
き

を
忘
れ
て
新
し
さ
を
求
め
、根
本
を
疎
か
に
し
て
末
節
を
追
っ
て
い
る
者
が
多
い
」

と
述
べ
、自
ら
執
筆
し
た
『
匠
家
必
用
』
と
い
う
一
書
を
取
り
出
し
た
。
そ
し
て
、

「
自
分
は
固
陋
寡
聞
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
書
を
大
工
の
温
故
知
新
の
一
助

と
し
た
い
」
と
言
い
、
序
文
を
請
う
た
と
い
う
。

自
序
に
は
本
書
執
筆
の
動
機
が
も
う
少
し
詳
し
く
語
ら
れ
て
い
る
。す
な
わ
ち
、

「
医
や
鍛
冶
同
様
、
大
工
も
祖
神
を
誤
り
、
本
来
の
祖
神
の
神
威
を
忘
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
。
大
工
の
初
心
者
は
そ
れ
を
書
物
か
ら
学
ぶ
こ
と
も
難
し
く
、
俗
説
が
混

交
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
末
節
に
囚
わ
れ
る
人
は
多
い
が
、
そ
の
根
本
を
問

「
俗
説
正
誤
匠
家
必
用
記　

上
」。
内
題
「
匠
家
必
用
記
上
之
巻
」。
三
四
丁
。

〔
中
之
巻
〕

東
京
都
立
中
央
図
書
館
（
加
賀
文
庫
）
所
蔵
。
中
・
下　

二
冊
の
内
、
中
之
巻
。

請
求
記
号3475-1
。
縦
二
二
・
七
糎
×
横
十
六
・
一
糎
。
版
本
。
表
紙
藍
色
。
題
簽
、

左
、「
俗
説
正
誤
匠
家
必
用
記　

中
」。
内
題
「
匠
家
必
用
記
中
之
巻
」。
一
七
丁
。

〔
下
之
巻
〕

東
京
都
立
中
央
図
書
館
（
加
賀
文
庫
）
所
蔵
。
中
・
下　

二
冊
の
内
、
下
之
巻
。

請
求
記
号3475-2

。
縦
二
二
・
七
糎
×
横
十
六
・
〇
糎
。
版
本
。
表
紙
縹
色
。
題
簽
、

左
、「
俗
説
正
誤
匠
家
必
用
記　

下
」。
内
題
「
匠
家
必
用
記
下
之
巻
」。
三
四
丁
。

宝
暦
五
年
、
自
序
。
同
六
年
一
月
、
原
益
友
諒
（
鶴
皐
）
序
。
同
六
年
四
月
刊
。

須
原
屋
茂
兵
衛
（
千
鐘
房
）。
自
序
の
印
は
陽
刻
で
「
定
準
」。
序
文
の
印
は
共
に

陽
刻
で
、
上
が
「
鶴
皐
」、
下
が
「
友
諒
之
印
」。

な
お
、
底
本
に
は
な
い
が
、
国
立
公
文
書
館
蔵
本
に
は
、
下
之
巻
に
「
大
工
雛

形
書
目
録
」
を
付
す
。

【
筆
者
】

筆
者
は
立
石
定
準
。
本
書
の
上
之
巻
見
返
し
の
宣
伝
文
句
に
、「
此
書
は
美
作

国
津
山
の
人
、
立
石
氏
の
述
る
処
也
」
と
あ
り
、
友
諒
序
に
も
「
美
作
州
津
山
人

立
石
氏
」
と
あ
る
。
ま
た
自
序
に
も
「
美
作
国
津
山
」
と
記
す
こ
と
か
ら
、
立
石

定
準
は
、
美
作
国
（
現
岡
山
県
）
津
山
の
人
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
序
文
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（33 丁裏）

右み
ぎ

の
雛ひ

な
が
た形

は
、
一あ

る
ば
ん番

匠
し
や
う

古
い
に
し
へよ

り
伝つ

た
ふ
る
所
也
。
幸

さ
い
は
いに

こ
れ
を
求

も
と
め

得え

て
爰こ

ゝ
に
写う

つ

し
、
童ど

う
蒙も

う
に
便

た
よ
りす

。
予 よ

元も
と
よ
り来

此こ
の

職し
よ
くな

ら
ね
ば
、
割わ

り

合あ
ひ

寸す
ん
ほ
う法

の
事こ

と
は
し
ら
ず
。
宮み

や

を
造つ

く
る
、
人
此こ

の
づ図

を
種た

ね
と
し
て
恰か

つ
こ
う合

よ
ろ
し
く
地ぢ

び
き引

す
べ
し
。
組く

み
も
の物

・
彫ほ

り
も
の
な

き
故ゆ

へ
、
古こ

だ
い代

質し
つ
そ素

の
理

こ
と
は
りに

か
な
ふ
べ
き
か
。

匠
家
必
用
記
附
録
終
」 34

神し
ん
た
う道

湯ゆ
づ
の津

爪つ
ま

櫛ぐ
し　

全
三
冊　

近
々
板
行

　

宝
暦
六
年
丙
子
四
月

　
　
　
　
　
　

日
本
橋
通
一
町
目

　

東
都
書
肆　
　
　

須
原
屋
茂
兵
衛　

梓
」 ウ

三　

解
題

【
底
本
】

本
書
は
、
国
立
公
文
書
館
、
東
京
都
立
中
央
図
書
館
、
刈
谷
市
中
央
図
書
館
、

日
本
建
築
学
会
図
書
館
他
、
多
数
の
機
関
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
今
回
は
そ
の
中

で
、
上
之
巻
は
国
立
公
文
書
館
蔵
本
を
、
中
之
巻
と
下
之
巻
は
東
京
都
立
中
央
図

書
館
（
加
賀
文
庫
）
蔵
本
を
底
本
と
し
た
。
管
見
に
入
っ
た
中
で
、
都
立
中
央
図

書
館
（
加
賀
文
庫
）
蔵
本
の
挿
絵
の
刷
り
の
状
態
が
よ
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た

だ
し
、
都
立
中
央
図
書
館
（
加
賀
文
庫
）
蔵
本
は
上
之
巻
を
欠
い
て
い
る
の
で
、

上
之
巻
の
み
国
立
公
文
書
館
を
使
用
し
た
次
第
で
あ
る
。

書
誌
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

〔
上
之
巻
〕

国
立
公
文
書
館
所
蔵
。
上
・
中
・
下　

三
冊
の
内
、
上
之
巻
。
請
求
記
号183-

0691

。
縦
二
三
・
一
糎
×
横
一
五
・
六
糎
。
版
本
。
表
紙
、
縹
色
。
題
簽
、
左
、
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（32 丁表）

（33 丁表）

（31 丁裏）

（32 丁裏）
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（30 丁表）

（31 丁表）

（29 丁裏）

（30 丁裏）
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（28 丁表）

（29 丁表）

（27 丁裏）

も
の
也
。
屋や

ね根
の
上う

へ
に
鳳ほ

う
わ
う凰

鳥て
う

有あ
る

を
以も

つ
て
、
鳳ほ

う
輦れ

ん
な
る
こ
と
を
知し

る
べ
し
。
鳳ほ

う

輦れ
ん

の
図づ

は
、『
訓き

ん
も
う
つ
い

蒙
図
彙
』
に
見
へ
た
り
。
又
屋や

ね根
の
上う

へ
に
玉た

ま

有あ
る

輿こ
し

有あ
り

。
是こ

れ
を
玉

ぎ
よ
く

輦れ
ん

と
い
ふ
也
。
是こ

れ
又
唐も

ろ
こ
し土

の
製せ

い
ほ
う法

に
し
て
、
日
本
の
神み

こ
し輿

に
あ
ら
ず
。
日
本
の
神み

こ
し輿

は
古こ

だ
い代

の
製せ

い
ほ
う法

有あ
る

べ
け
れ
ど
、
今い

ま
此こ

の
ほ
う法

を
し
る
人
ま
れ
也
。
予
近き

ん

世ぜ
い

見み

及
所と

こ
ろの

神み
こ
し輿

を
図づ

し
て
後こ

う
ら
ん覧

に
備そ

な
ふ
。
ま
だ
し
も
此

こ
の
つ
く
り

造
に
し
て
可か

也
。
猶な

を
又
古こ

だ
い代

の
製せ

い
ほ
う法

も
有あ

る
べ
し
。
番

ば
ん
じ
や
う

匠
た
る
人
は
、
其そ

の
づ図

を
尋

た
づ
ねて

常つ
ね

に
心こ

ゝ
ろ
へ得

有あ
る

べ
き
事
也
。」 28

挿
絵
（
二
十
九
丁
表
～
三
十
三
丁
裏
）
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附
録

鳥と
り
ゐ居

の
図づ

玉た
ま
が
き垣

の
図づ

神み
こ
し輿

雛ひ
な
が
た形

三
間
社

一
間
社
神し

ん
め
い
づ
く
り

明
造

一
間
社
向

む
か
ふ
つ
く
り造

三
間
社
神
明
造
」 26

挿
絵
（
二
十
六
丁
裏
～
二
十
八
丁
表
）

神み

幸ゆ
き

に
用

も
ち
ゆる

神み
こ
し輿

は
、
今
専
ほ
う
ぎ
や
う
屋や

ね根
、
蕨

わ
ら
び

手て
つ
く
り造

に
し
て
、
組く

み
も
の物

、

彫ほ
り
も
の物

、
唐か

ら
と戸

有
。
是こ

れ
唐も

ろ
こ
し土

の
鳳ほ

う
輦れ

ん
と
い
ふ
も
の
に
日
本
の
鳥と

り
い居

・
玉た

ま
が
き垣

を
添そ

へ
た
る

（27 丁表） （26 丁裏）
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長な
が

き
は
福ふ

く
有
。
此こ

の
ほ
か外

東
ひ
が
し

狭せ
ま

き
地ち

、
西に

し
狭せ

ま
き
地ち

、
筋す

じ
か
ひ違

等
の
地ち

も
、
そ
れ
〳
〵
に

貧ひ
ん

福ふ
く

吉き
つ
け
う凶

あ
り

と
い
ふ
。
因よ

つ
て
お
も
ふ
に
、
今い

ま

京
き
や
う

都と

東と
う
ざ
い西

の
町ま

ち
に
て
考

か
ん
が
ふれ

ば
、
凡

お
よ
そ

表お
も
て
ぐ
ち

口
よ
り

裏う
ら

行ゆ
き
な
が長

し
。
し
か
れ
ば
、
其そ

の
町ま

ち
す
じ筋

の
人
は
悉

こ
と
〳
〵
く
み
な皆

福ふ
く
し
や者

た
る
べ
き
に
、」 24
貧ひ

ん
し
や者

も

あ
れ
ば
福ふ

く
し
や者

も
有
。
又
「
東

ひ
が
した

ら
ず
の
地ち

は
福ふ

く
ち地

な
り
」
と
い
へ
ど
も
、
貧ひ

ん
し
や者

も

有
。「
北き

た
た
ら
ず
の
地ち

は
常つ

ね
に
く
る
し
み
有
」と
い
へ
ど
も
、よ
く
た
の
し
む
人
有
。

其そ
の

余ほ
か

は
是こ

れ
に
准

じ
ゆ
んじ

て
、
屋や

し
き敷

取と
り

地ぢ
ぎ
や
う形

に
吉き

つ
け
う凶

あ
ら
ざ
る
こ
と
を
知し

る
べ
し
。
唯た

だ

其そ
の
ひ
と人

の
家か

け
う業

に
便

た
よ
りよ

ろ
し
き
地ち

を
え
ら
み
、
家い

へ
を
造ぞ

う
り
う立

し
て
可か

也
。
富ふ

う
き
ひ
ん
せ
ん

貴
貧
賤
の

こ
と
は
元も

と
よ
り来

命め
い

な
れ
ば
、我わ

が
才さ

い
か
く覚

を
以も

つ
て
求

も
と
むむ

べ
き
こ
と
に
あ
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、

人ひ
と

の
心

こ
ゝ
ろも

ち
に
よ
つ
て
善せ

ん
と
も
悪あ

く
と
も
禍

わ
ざ
は
ひと

も
福

さ
い
わ
いと

も
な
る
事
也
。
常つ

ね
に
よ
く

慎つ
ゝ
し
む

人
は
禍

わ
ざ
は
ひ

変へ
ん

じ
て
福

さ
い
わ
いと

成な
り

、」 ウ
く
る
し
み
変へ

ん
し
て
た
の
し
み
と
成な

り
、
家

い
へ
ち
や
う長

久き
う

す
る
事
は
慎

つ
ゝ
し
みの

一
つ
に
あ
り
。
た
と
ひ
貧

ま
づ
しく

く
ら
す
と
も
、
よ
く
慎

つ
ゝ
し
む

人
は
自し

ぜ
ん然

と
相さ

う
お
う応

の
た
の
し
み
有あ

り
て
、
万ば

ん
じ事

苦く
ろ
う労

な
く
一
生

し
や
う
わ
ざ
は
ひ

災
と
い
ふ
事
を
し
ら
ざ
る

也
。
又
不ふ

つ
ゝ
し
み

慎
の
人
は
、
少

す
こ
し

の
福

さ
い
わ
い

有あ
り

と
も
尋

じ
ん
じ
や
う

常
の
こ
と
に
は
あ
ら
ず
。
あ
や
う

き
も
の
也
。
か
な
ら
ず
後の

ち
に
一
倍ば

い
の
禍

わ
ざ
は
ひ

発お
こ

り
て
心

こ
ゝ
ろを

労ろ
う

し
、
た
の
し
み
も
苦

く
る
し
みと

成な
る

こ
と
、
皆み

な

心こ
ゝ
ろの

用
も
ち
ひや

う
に
あ
り
。
世せ

け
ん間

の
人
々
の
身

し
ん
し
や
う上

心こ
ゝ
ろ
も
ち

持
の
善せ

ん
あ
く悪

を
見
て

考か
ん
が
へし

る
べ
し
。
な
ん
ぞ
屋や

し
き敷

の
地ぢ

ぎ
や
う形

に
よ
つ
て
人
の
禍く

わ
ふ
く福

あ
ら
ん
や
。
又
俗ぞ

く
」 25

説せ
つ

に
、「
東と

う
の
棟む

ね
・
西さ

ひ
の
ひ
さ
し
」
と
い
ふ
こ
と
有あ

り
。
依

よ
り
ど
こ
ろな

き
妄ま

う
せ
つ説

也
。
是

こ
れ
ら

等

を
信し

ん
ず
る
と
き
は
、
自し

ぜ
ん然

と
災

わ
ざ
は
ひを

招ま
ね

く
ご
と
く
。
人
の
害か

い
と
な
る
事こ

と

甚
は
な
は
だし

。
よ

く
考

か
ん
か
へて

用
も
ち
ゆべ

か
ら
ず
。
彼か

の
『
番

ば
ん
じ
や
う匠

秘ひ
じ事

』
と
い
ふ
書し

よ
は
、
人ひ

と
の
惑

ま
と
ひと

成な
る

事こ
と
お
ゝ多

し
。

信し
ん
よ
う用

す
る
こ
と
な
か
れ
。

　

匠
家
必
用
記
下
之
巻
終
」 ウ
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等
の
刃は

も
の物

も
出で

き来
て
、
人ひ

と
の
重て

う
ほ
う宝

と
な
れ
ば
、
相さ

う
こ
く克

は
凶け

う
に
あ
ら
ず
。
相

さ
う
し
や
う

生
を
吉よ

し

と
い
ひ
が
た
し
。
今い

ま
か
り仮

に
其そ

の
理り

を
い
ふ
と
き
は
、
相さ

う
こ
く克

は
反

か
へ
つて

人
の
用よ

う
を
な
す

所と
こ
ろの

元も
と

也
と
い
へ
ど
も
、必

ひ
つ
き
や
う竟

無む
や
く益

の
論ろ

ん
に
し
て
、人
の
惑

ま
ど
ひと

な
る
こ
と
な
れ
ば
、

か
な
ら
ず
信し

ん
よ
う用

す
る
こ
と
な
か
れ
。
故

か
る
が
ゆ
へに

屋や
つ
く
り造

・
棟む

ね
あ
げ上

・
移わ

た

徒ま
し

に

五ご
ぎ
や
う
さ
う
し
や
う
さ
う
こ
く

行
相
生
相
尅
を
用

も
ち
ひず

し
て
何な

に
の
災

わ
ざ
は
ひか

あ
ら
ん
。
上む

か
し古

よ
り
」 ウ
宮き

う
で
ん殿

を
造ぞ

う
り
う立

す

る
に
は
、
南

み
な
みを

表
お
も
てと

し
、
北き

た
を
後

う
し
ろと

す
。
又
は
東

ひ
が
しを

表
お
も
てに

、
西に

し
を
後

う
し
ろと

す
。
是こ

れ

陰い
ん
や
う陽

向け
う
は
い背

の
理り

也
。
此こ

の
ほ
か外

別べ
つ

に
法ほ

う
あ
ら
ず
。
人じ

ん
か家

を
造ぞ

う
り
う立

す
る
に
も
大

た
い
り
や
く略

是こ
れ

に

准し
た
がふ

と
き
は
、
第だ

い
一
明

あ
か
り

受う
け

よ
く
、
且

そ
の
う
へ

又
冬ふ

ゆ
の
寒か

ん
き気

を
し
の
ぐ
に
勝か

つ
て手

よ
き
も

の
也
。
然し

か
れ
ど
も
其そ

の
土と

ち地
に
よ
り
、
西に

し
む
き向

北き
た
む
き向

に
し
て
よ
ろ
し
き
地ち

も
有
と
き
、

し
ゐ
て
是こ

れ
を
南

み
な
み
む
き

向
に
せ
ん
と
欲

ほ
つ
せば

、
往わ

う
ら
い来

の
難な

ん
も
あ
る
べ
し
。
宮き

う
し
や社

は
格か

く
べ
つ別

、

人じ
ん
か家

は
其

そ
の
と
こ
ろ

地
の
よ
ろ
し
き
に
し
た
が
ひ
、
方ほ

う
が
く角

に
か
ゝ
は
ら
ず
人
々
の
家か

げ
う業

に

便た
よ
り
よ
ろ
し
き

宜
や
う
に
造ぞ

う
り
う立

す
る
が
、
則

す
な
は
ちよ

き
」 23
方ほ

う
が
く角

と
い
ふ
も
の
也
。
棟む

ね
あ
げ上

・
移わ

た

徒ま
し

と
て
も
、
家か

げ
う業

の
故さ

わ
り障

に
な
ら
ざ
る
月つ

き
ひ日

を
考

か
ん
が
へて

其そ
の
こ
と事

を
な
す
べ
し
。
是

こ
れ
す
な
は
ち則

其そ
の
ひ
と人

に
お
い
て
、
吉き

ち
に
ち日

也
と
し
る
べ
し
。
惣

そ
う
じて

番
ば
ん
じ
や
う

匠
は
其そ

の

頼た
の
む
ひ
と

人
の
こ
の
み
に
し

た
が
ひ
造ぞ

う
さ
く作

す
る
こ
と
な
れ
ど
も
、
其そ

の
ひ
と人

の
愚

お
ろ
かに

て
五ご

ぎ
や
う行

相さ
う
し
や
う生

相さ
う
こ
く克

を
信し

ん
ず
る

人
に
は
、よ
く
此こ

の
訳わ

け
を
い
ひ
き
か
す
べ
し
。
去さ

り
な
が
ら
理り

を
も
つ
て
い
ふ
と
き
は
、

其そ
の

理り

あ
り
と
い
へ
ど
も
、
こ
と
に
お
ゐ
て
は
実じ

つ
に
そ
の
理り

は
な
き
も
の
也
。
理り

あ
つ
て
其そ

の
こ
と事

な
し
と
い
ふ
語ご

あ
り
。
察さ

つ
し
明あ

き
ら
む
べ
し
。」 ウ

　

　

屋や
し
き敷

取と
り

吉き
つ
け
う凶

の
弁べ

ん

近き
ん
ぜ
い世

流る
ふ布

の
『
大

た
い
し
や
う匠

雛ひ
な
が
た形

』
の
添て

ん
書し

よ
『
番

ば
ん
じ
や
う匠

秘ひ
じ事

』
に
、
屋や

し
き敷

取ど
り

相さ
う
ぎ
や
う

形
の
事こ

と

を
載の

せ
た
り
。「
東

ひ
が
し

不た
ら
ず足

の
地ち

は
福ふ

く
あ
り
、
西に

し
た
ら
ず
の
地ち

は
貧ひ

ん
也
。
南

み
な
み

不た
ら
ず足

の
地ち

は
福ふ

く
あ
り
、
北き

た
た
ら
ず
の
地ち

は
常つ

ね
に
く
る
し
み
あ
り
。
東と

う
ざ
い西

長な
が

き
は
貧ひ

ん
也
。
南な

ん
ぼ
く北



十
四

― 115 ―

『
本ほ

ん
て
う朝

俚り

諺け
ん

』
を
見
て
発は

つ
め
い明

す
べ
し
。

　

　

相
さ
う
し
や
う
さ
う
こ
く

生
相
尅
の
弁べ

ん

俗ぞ
く
せ
つ説

に
、「
人ひ

と
に
水す

い
・
火く

は
・
木も

く
・
金き

ん
・
土ど

の
五
の
性

し
ゃ
う

有あ
り

。
相

さ
う
し
や
う
さ
う
こ
く

生
相
尅
の
理り

に
よ
つ
て
、

柱は
し
ら

立た
て

・
屋や

造つ
く
り・

棟む
ね
あ
け上

・
移わ

た
徒ま

し
に
忌い

む

年と
し

忌い
む

月つ
き

あ
り
。
若も

し
是こ

れ
を
し
ら
ず
し
て
其そ

の
こ

と
を
な
せ
ば
、
か
な
ら
ず
災

わ
ざ
は
ひ

起お
こ

る
」
と
い
ふ
。
い
ま
按あ

ん

ず
る
に
、
五ご

ぎ
や
う行

相さ
う
し
や
う
さ
う
こ
く

生
相
尅
の
こ
と
は
唐も

ろ
こ
し土

の
聖せ

い

経け
い

賢け
ん
で
ん伝

に
載の

す
る
所

と
こ
ろ、

諸し
よ
し士

百ひ
や
つ
か家

此こ
の

理り

を
信し

ん
ず
る

に
よ
り
、
卜

う
ら
な
ひ
し
や

者
は
人ひ

と
に
五ご
」 21
行ぎ

や
うを

配は
い

し
、
相

さ
う
し
や
う
さ
う
こ
く

生
相
尅
を
以も

つ
て
万ば

ん
じ事

の
吉き

つ
け
う凶

を
告つ

げ
、

未み
ら
い来

奇ふ
し
ぎ異

を
か
た
る
。
愚ぐ

に
ん人

は
こ
れ
を
信し

ん
じ
て
心

こ
ゝ
ろの

惑
ま
ど
ひと

な
る
こ
と
を
知し

ら
ず
。

或あ
る
ひ
と
の

曰い
は
く、「

天て
ん
ち地

の
間

あ
い
だは

五ご
ぎ
や
う行

の
気き

、
用よ

う
を
な
す
に
は
あ
ら
ず
。
用よ

う
を
な
す
も

の
は
只た

だ

陰い
ん
や
う陽

の
み
也
。
陰い

ん
や
う陽

の
二
気き

、
昇

し
や
う
か
う

降
し
て
運う

ん
か
う行

止や
む

こ
と
な
き
に
よ
り
、

万ば
ん
も
つ物

其そ
の
な
か中

に
生

し
や
うず

。
其そ

の
気き

至い
た
つて

著ち
よ
め
い明

な
る
も
の
は
、
水す

い
・
火く

は
の
二
つ
也
。
人じ

ん
し
ん身

の
ご
と
き
は
、
此こ

の
気き

形
ぎ
や
う

体た
い

に
周し

う
り
う流

し
て
天て

ん
ち地

の
気き

に
通つ

う
ず
。
今い

ま

此こ
の

二
気き

の
外ほ

か
に

木も
く

・
金き

ん
・
土ど

の
三
つ
を
加く

は
へ
て
五ご

ぎ
や
う行

の
気き

と
せ
り
。
木も

く
・
金き

ん
・
土ど

の
三
行か

う
は
、

水す
い

・
火く

は
」 ウ
に
対た

い
す
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
。
土つ

ち
は
重ぢ

う
た
く濁

の

滓
か
す

に
し
て
。
此こ

の
体た

い
の
ほ

か
別べ

つ
に
気き

有あ
り

に
あ
ら
ず
。
陰い

ん
や
う陽

の
気き

を
土ど

ち
う中

に
禀う

け
て
、
万ば

ん
も
つ物

栄え
い
こ枯

の
用よ

う
を
な
す
。

一い
っ
し
ん身

の
骸

か
ば
ねの

ご
と
し
。
金か

ね
は
土つ

ち
の
精

く
わ
し
きも

の
な
り
。
木き

は
一
身し

ん
の
羽う

も
う毛

の
ご
と
し
」

と
い
へ
り
。
故

か
る
が
ゆ
へに

五
行ぎ

や
うと

称
し
や
うす

る
も
の
は
、
仮か

り
に
名な

づ
け付

た
る
こ
と
に
て
、
実

ま
こ
との

理り

に
は
あ
ら
ず
。
勿も

ち
ろ
ん論

一
人に

ん
に
一
行か

う
づ
ゝ
配は

い
し
て
何な

に

生し
や
うと

し
、
相

さ
う
し
や
う
さ
う
こ
く

生
相
尅
を
以も

つ

て
吉き

つ
け
う凶

を
定

さ
だ
むる

は
、
卜

う
ら
な
ひ
し
や

者
の
徒と

が
人ひ

と
を
惑

ま
ど
はす

妄も
う
げ
ん言

也
。
相

さ
う
し
や
う

生
を
吉よ

し
と
し
、
相さ

う
こ
く克

を
凶け

う
と
す
る
の
其そ

の
理り

正た
だ

し
か
ら
ざ
る
こ
と
、
た
と
へ
ば
番

ば
ん
じ
や
う

匠
は
常つ

ね
」 22
に
道だ

う
ぐ具

を
以も

つ

て
木き

を
伐き

り
、
器

う
つ
は
も
のを

製せ
い

す
。
是こ

れ

金き
ん
こ
く尅

木も
く

也
。
鍛か

ぢ冶
は
火ひ

を
以も

つ
て
鉄か

ね
を
淬

わ
か
す

故ゆ
へ

、
火く

は

尅こ
く
き
ん金

也
。
此

こ
の
き
ん
こ
く

金
尅
木も

く
、
火は

尅こ
く

金き
ん

と
尅こ

く
す
る
を
も
つ
て
、
諸

も
ろ
〳
〵の

器き
ざ
い財

・
太た

ち刀
・
刀

か
た
な
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寺て
ら

に
て
棟む

ね
上あ

げ
の
神じ

ん
事じ

執と
り

行
お
こ
な
ふべ

か
ら
ず
。
職

し
よ
く

神じ
ん

へ
対た

い
し
」 19
は
ゞ
か
る
べ
き
事こ

と
也
。

然し
か

れ
ど
も
新し

ん
地ち

に
お
ゐ
て
寺て

ら

建こ
ん

立り
う

の
こ
と
、
其そ

の
地ち

汚け

穢が
れ

不ふ

浄じ
や
うな

き
に
お
ゐ
て
は

棟む
ね

上あ
げ

の
神じ

ん
事じ

は
執と

り

行
お
こ
な
ふと

も
く
る
し
か
ら
ず
。
又
神じ

ん

宮ぐ
う

寺じ

并
な
ら
び
に

祈き

祷と
う

寺て
ら

等と
う

の
不ふ

浄じ
や
うな

き
寺て

ら
は
、
棟む

ね
上あ

げ
の
神じ

ん
事じ

常つ
ね

の
ご
と
し
。
然し

か
れ
ど
も
と
き
の
よ
ろ
し
き
に
し

た
が
ひ
て
可か

也
。
そ
の
外ほ

か

民み
ん

家か

た
り
と
も
、
汚け

穢が
れ

不ふ

浄じ
や
うの

地ち

に
お
ゐ
て
祖そ

神じ
ん

を

祭ま
つ

る
こ
と
な
り
が
た
き
も
の
也
。
よ
く
考

か
ん
が
へて

棟む
ね

上あ
げ

の
神じ

ん
事じ

を
執と

り

行
お
こ
な
ふべ

し
。

　

　

唐と
う

尺し
や
くの

弁べ
ん

」 ウ

俗ぞ
く

間か
ん

に
、「
門も

ん
を
建こ

ん

立り
う

す
る
に
、
唐と

う

尺し
や
くの

銘め
い

、
財さ

い
・
病

び
や
う・

離り

・
義ぎ

・
官

く
わ
ん・

劫こ
う

・

害か
い

・
吉き

ち
等と

う
の
寸す

ん
を
用も

ち
ひ
、
是こ

れ

則
す
な
は
ち

北ほ
く

斗と

七し
ち

星せ
い

を
象

か
た
どり

、
此こ

の
よ
き
寸す

ん
に
あ
た
る
所

と
こ
ろ

を
以も

つ
て
、
門も

ん
の
間ま

を
き
は
む
。
若も

し
此こ

の
こ
と
を
し
ら
ず
し
て
造つ

く
り
、
そ
の
あ
し
き
寸す

ん

に
当あ

た
る
と
き
は
、
か
な
ら
ず
災

わ
ざ
は
ひ

起お
こ

り
家い

ゑ

繁は
ん

昌じ
や
うせ

ず
」
と
い
ふ
。
又
曰い

は
く、「

宅い
へ

の

側か
た
は
らに

樹き

を
う
へ
る
、
そ
の
樹き

の
品し

な
に
よ
り
て
人ひ

と
の
禍く

わ

福ふ
く

有
」
と
い
ふ
。
因よ

つ
て
お

も
ふ
に
、
禍く

わ
福ふ

く
は
唐と

う

尺し
や
くよ

り
出い

で
た
る
に
あ
ら
ず
。
天て

ん
命め

い
と
又
人ひ

と
の
慎

つ
ゝ
し
み

不ふ

慎
つ
ゝ
し
みに

あ
り
。
な
ん
ぞ
寸す

ん

尺
し
や
く

或あ
る
ひは

植う
へ

樹き

に
よ
つ
て
、
人ひ

と
の
吉き

つ
凶け

う
あ
ら
ん
や
。
仮た

と
ひ令

右
の

よ
き
寸す

ん
法ほ

う
に
合あ

は
せ
」 20
門も

ん
を
建た

つ
る
と
も
、
不

ふ
つ
ゝ
し
み

慎
の
人
は
禍

わ
ざ
わ
ひか

な
ら
ず
遠と

を
か
る
ま
じ
。

ま
し
て
や
此こ

の

唐と
う

尺し
や
くの

起お
こ

り
は
、
唐も

ろ
こ
し土

の
卜ぼ

く
し
や者

の
徒と

が
妄ま

う
げ
ん言

に
し
て
、『
居き

よ
か家

必ひ
つ
よ
う用

』
に
も
こ
れ
を
い
だ
せ
り
。
日
本
に
て
も
好か

う
ず事

の
者も

の

是こ
れ

を
よ
き
事
と
し
、

或あ
る
いは

唐と
う

尺し
や
くの

寸す
ん

に
八
卦け

を
そ
へ
、
方ほ

う
が
く角

を
え
ら
び
日ひ

ど
り取

と
き
取ど

り
な
ど
ゝ
わ
け
も

な
き
こ
と
を
い
ひ
の
ゝ
し
れ
り
。
近き

ん
ぜ
い世『

大
た
い
し
や
う匠

雛ひ
な
が
た形

』に
も
是こ

れ
を
添そ

へ
て
印い

ん
行か

う
せ
り
。

人ひ
と

を
惑

ま
ど
はす

の
は
な
は
だ
し
き
也
。
只た

だ
其そ

の
ち地

の
よ
ろ
し
き
に
し
た
が
ひ
、
門も

ん
を
建こ

ん
り
う立

し
て
少

す
こ
しも

災
わ
ざ
は
ひな

し
。
又
俗ぞ

く
か
ん間

に
鬼き

も
ん門

金こ
ん

神じ
ん

を
大
に
忌い

み
お
そ
る
ゝ
事
」 ウ
あ
り
。
是こ

れ

其そ
の

根こ
ん
げ
ん元

を
し
ら
ざ
る
故ゆ

へ
に
、
災

わ
ざ
は
ひ

起お
こ

る
も
の
也
。
く
わ
し
く
は
『
広

く
わ
う

益え
き

俗ぞ
く

説せ
つ

弁べ
ん

』、
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汚け

穢が
れ

不ふ

浄
じ
や
う

之の

人ひ
と

　

口く
ち

に
不ふ

浄じ
や
うを

不い
は

レ
言ず

右
禁

い
ま
し
むべ

し
。
此こ

の

外ほ
か

万ば
ん

事じ

不ふ

浄じ
や
うを

遠と
を

ざ
く
べ
き
也
。

　

　

寺て
ら

建こ
ん

立り
う

棟む
ね

上あ
げ

心こ
ゝ
ろ
え得

の
事
」 ウ

寺て
ら

を
造つ

く
ら
ん
と
欲

ほ
つ
せば

、
地ち

鎮し
づ
めの

祭
ま
つ
り

并
な
ら
び
に

柱
は
し
ら

祭ま
つ
りの

神じ
ん

事じ

に
お
よ
ば
ず
造ぞ

う
立り

う
す
べ

し
。
惣

そ
う
じて

寺て
ら

は
汚け

穢が
れ

不ふ

浄じ
や
うの

場ば

所し
よ

な
れ
ば
、
地ち

鎮
し
づ
め
の

祭
ま
つ
り

并
な
ら
び
に

棟む
ね

上あ
げ

の
と
き
、

番ば
ん

匠じ
や
うと

し
て
職

し
よ
く

神じ
ん

を
祭ま

つ
る
こ
と
な
り
が
た
し
。
且か

つ
は
寺て

ら
へ
酒さ

け

肴
さ
か
な

等と
う

を
入い

る
る
事こ

と

も
、
本ほ

ん
意ゐ

な
ら
ず
。
此こ

の
と
き
は
寺て

ら
の
外そ

と

清
し
や
う

浄〳
〵

の
地ち

を
ゑ
ら
み
、
棟む

ね
上あ

げ
の
行よ

そ
粧ほ

ひ
を

す
べ
し
。
棟む

ね
上あ

げ
の
神じ

ん
事じ

、
前ま

へ
の
ご
と
く
御ご

供く
う

等と
う

は
別べ

つ
火く

わ
を
用

も
ち
ゆべ

し
。
神じ

ん
事じ

終お
は

り

て
後の

ち
、其そ

の
地ち

を
引ひ

き
は
ら
ひ
寺て

ら
へ
入い

り
棟む

ね
を
あ
ぐ
べ
し
。
寺て

ら
よ
り
い
か
ほ
ど
頼た

の
む
と
も
、

（18 丁表） （17 丁裏）
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鰹
か
つ
を　

　
　

二
連

　

昆こ
ん

布ぶ　
　

二
連

　

角つ
の

樽だ
る　

　

一
荷
」 16

　

掛か
け

銭ぜ
に　

　

二
貫
文　
【
或
は
五
貫
・
七
貫
】

　

鏡
か
ゞ
み

餅も
ち　

　

二
備

　

蒔ま
き

銭せ
ん　

　

見
合

　

小こ

餅も
ち　

　

見
合

　

弓ゆ
み　

　
　

二
張

　

矢や　
　
　

二
筋　
　
【
か
り
ま
た
・
か
ぶ
ら
矢
】

　
　
　

以
上

右み
ぎ

の
通と

を
り
用

も
ち
ゆべ

し
。
何い

づ
れ
も
白し

ら
木き

の
台だ

い
木き

具ぐ

を
用

も
ち
ひて

可か

也
。」 ウ
塗ぬ

り
物も

の
は
よ
ろ
し
か

ら
ず
。
番ば

ん

匠じ
や
うた

る
人ひ

と
は
、
麻あ

さ

上か
み

下し
も

を
着

ち
や
くし

神し
ん

拝は
い

す
。
次つ

ぎ
に
中な

か

臣と
み

祓は
ら
ひを

誦よ
む

べ
し
。

次つ
き
に、

大お
ほ

殿と
の

祭
ま
つ
り
の

祓は
ら
ひ【

門も
ん

建こ
ん

立り
う

の
と
き
は
大お

ほ

殿と
の

祭
ま
つ
り

祓
を
除

の
ぞ
ひて

御み

門か
ど

祭ま
つ
りの

祓
は
ら
ひを

よ

む
べ
し
】。
次つ

ぎ
に
一い

つ

切さ
い

成
じ
や
う

就じ
ゆ

の
祓

は
ら
ひを

よ
み
、
次つ

ぎ
に
四し

方ほ
う

へ
祝し

う
義ぎ

の
餅も

ち
・
蒔ま

き
銭せ

ん
を

披ひ

露ろ
う

す
べ
し
。
北き

た
よ
り
始

は
じ
め、

東
ひ
か
し、

南
み
な
み、

西に
し

と
弘ひ

ろ
む
。
神じ

ん
事じ

終お
は
りて

祝し
う

言げ
ん

を
述の

ぶ
べ
し
。

　
　
　

此こ
の

時と
き

禁い
み

忌も
の

　

樒
し
き
み

　

抹ま
つ

香か
う

・
焼せ

う
香か

う
・
線せ

ん
香か

う
」 17

挿
絵
（
十
七
丁
裏
、十
八
丁
表
）

　

数じ
ゆ

珠ず

　

佛ぶ
つ

具ぐ

之の

類
た
ぐ
ひ

　

佛ぶ
つ

経
き
や
う

并
真し

ん

言ご
ん

等と
う

　

尼に

僧そ
う
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実ま
こ
との

祖そ

神じ
ん

の
御お

ん
名な

を
知し

つ
て
、
神し

ん
恩お

ん
を
謝し

や
す
べ
き
也
。
棟む

ね
上あ

げ
の
神じ

ん
事じ

入い
り

用よ
う

の
品し

な
は
、

国く
に

々〳
〵

に
て
少

す
こ
しの

違
ち
か
ひは

あ
れ
ど
も
、
大
凡
古こ

代だ
い

の
法ほ

う
を
考

か
ん
が
へ

用も
ち
ゆべ

し
。
先ま

づ

棟む
ね

上あ
げ

に

は
前ぜ

ん
日じ

つ
よ
り
心

こ
ゝ
ろを

正
た
ゞ
し
うし

、不ふ

浄じ
や
うを

禁
い
ま
しめ

、当と
う

日じ
つ

早そ
う

天て
ん

に
沐ゆ

浴あ
ひ

し
て
、浄

し
や
う

衣ゑ

を
着

ち
や
くし

、

麻あ
さ

上か
み

下し
も

を
着

ち
や
くし

て
、
棟む

な
木ぎ

を
挙あ

ぐ
べ
し
。
槌つ

ち
の
打う

ち

様や
う

別べ
つ

義ぎ

な
し
。
俗ぞ

く
説せ

つ
に
、
槌つ

ち
の

打う
ち

様や
う

、「
福ふ

く

徳と
く

寿じ
ゆ

」 15

命
み
や
う

長
ち
や
う

久き
う

」
と
唱

と
な
へ。

三み

槌つ
ち

打う
つ

と
い
へ
り
。
諸し

よ
書し

よ
に
拠

よ
り
ど
こ
ろな

し

信し
ん

用よ
う

す
る
に
た
ら
ざ
る
こ
と
也
。
兼か

ね
て
棟む

ね
に
棚た

な
を
か
ま
へ
、
天て

ん

神じ
ん

地ぢ

衹ぎ

を
祭ま

つ
り
、

并な
ら
び
に

番ば
ん

匠じ
や
うの

神か
み

の
御ご

神し
ん

名み
や
うを

板い
た

に
書か

き
て
、
大お

ほ
幣ぬ

さ
の
中な

か
程ほ

ど
に
か
け
、
松ま

つ
・
榊

さ
か
きを

以も
つ

て
飾

か
ざ
るべ

し
。
神じ

ん
社じ

や
は
極

き
わ
めて

、
東

ひ
が
し

向む
き

南
み
な
み

向む
き

也
。
俗ぞ

く
家か

は
西に

し

向む
き

北き
た

向む
ね

た
り
と
も
、

東ひ
か
し

向む
き

南
み
な
み

向む
き

に
し
て
神か

み
を
祭ま

つ
る
べ
し
。

　

　

神し
ん

前ぜ
ん

備
そ
な
へ

物も
の

の
事

　

幣ぬ
さ　

　
　

二
本　
　
【
一
本
は
白し

ろ
紙か

み
、
一
本
は
青あ

を
紙が

み
に
て
作つ

く
る
べ
し
。
長な

が
さ
極

き
は
ま

り
な
し
。
見
合
に
し
て
よ
し
。】

　

大お
ほ

幣ぬ
さ　

　

一
本　
　
【
常つ

ね
の
ご
と
く
幣へ

い
を
作つ

く
り
、
又
紅も

み
の
紐ひ

も
、
麻

あ
さ
の

苧お

を
添そ

へ
て

付つ
け

、
頭

か
し
ら

に
扇

あ
ふ
ぎ

三
本
を
ひ
ら
き
て
付つ

く
る
。
此こ

の
大
幣ぬ

さ
は
本ほ

ん

式し
き

あ
ら
ざ
れ
ど
、
俗そ

く
習し

う
に
し
た
が
ひ
書
也
。】」 ウ

　

神み

酒き　
　

二
瓶

　

御ご

供く
う　

　

二
膳　
　
【
土か

わ
器ら

け
を
用
べ
し
】

　

引の

蚫し　
　

二
把

　

鯛た
い　

　
　

二
枚

　

鯣
す
る
め　

　
　

二
連
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鳥と
り

居ゐ

・
鳥と

り

栖ゐ

と
書か

く
べ
し
。
花く

は

表ひ
や
うと

書か
く

べ
か
ら
ず
。
花く

は

表ひ
や
うは

鳥と
り

居ゐ

に
非あ

ら
ず
。
其そ

の

形か
た
ち

大
に
異こ

と
也
、
花く

は

表ひ
や
うの

図づ

、『
列れ

つ

仙せ
ん

伝で
ん

』
に
有
。
み
る
べ
し
。
近き

ん

世ぜ
い

鳥と
り

居ゐ

の
文も

ん

字じ

を
誤

あ
や
まり

て
、
花く

は

表ひ
や
うと

書か
く

は
大
な
る
間ま

違
ち
が
ひ

也
。
す
べ
て
鳥と

り
居ゐ

は
神じ

ん
代だ

い
の
神し

ん
門も

ん
と

み
て
可か

也
。『
内な

い

宮く
う

儀ぎ

式し
き

帳ち
や
う』

に
も
、不ふ

か

葺ず
の

御こ

門も
ん

と
有
。
今い

ま
の
鳥と

り
居ゐ

の
こ
と
な
り
。

今い
ま

在ざ
い

家け

か
ま
へ
の
入い

り
口く

ち
に
」 ウ
木き

を
二
本
立
、
笠か

さ
木ぎ

を
し
て
竹た

け
の
戸と

有
。
或

あ
る
いは

脇わ
き

に
柴し

ば

垣が
き

等
有
。
是こ

れ

則
す
な
は
ち

神じ
ん

代だ
い

鳥と
り

居ゐ

の
象

か
た
ち、

柴し
ば

垣か
き

は
玉た

ま
垣が

き
の
意

こ
ゝ
ろ

也
。
又
俗ぞ

く
説せ

つ
に
、

鳥と
り

居ゐ

は
天て

ん
の
字じ

を
象

か
た
どり

た
る
物も

の
と
い
へ
り
。
按あ

ん
ず
る
に
、
漢か

ん
字じ

は
漸

よ
う
や
く

応お
う

神じ
ん

天て
ん

皇わ
う

の
御ぎ

よ
宇う

に
わ
た
り
て
、
是こ

れ
よ
り
已い

前ぜ
ん

文も
ん

字じ

な
し
。
鳥と

り
居ゐ

は
神じ

ん
代だ

い
よ
り
あ
る
こ

と
な
れ
ば
、
附ふ

会く
は
いの

説せ
つ

論ろ
ん

す
る
に
お
よ
ば
ず
。
よ
く
考

か
ん
がへ

し
る
べ
し
。

　

　

棟む
ね

上あ
げ

の
事

棟む
ね

上あ
げ

は
宮み

や
造つ

く
り
屋や

造つ
く

り
の
成

じ
や
う

就じ
ゆ

に
し
て
別

べ
つ
して

目め

出で

た
き
」 14
神じ

ん
事じ

也
。
親し

ん

類る
い

打う
ち

寄よ
り

、
朋ほ

う
友ゆ

う
を
招ま

ね
き
、
酒さ

け
く
み
か
は
し
、
幾い

く
千
万
歳ざ

い
も
子し

孫そ
ん

繁は
ん

昌じ
や
うと

祝
し
ゆ
くし

、「
目め

出で

度た
い

〳
〵
」
と
唱

と
な
へ、

千せ
ん

秋し
う

ら
く
を
諷う

た
ひ
、
万ま

ん

歳ざ
い

楽ら
く

と
賀

こ
と
ぶ
くは

、
い
と
も
か
し
こ
き
神し

ん

国こ
く

の
風な

ら
義は

し
あ
り
が
た
き
こ
と
な
ら
ず
や
。
番ば

ん

匠じ
や
うは

此こ
の

こ
と
を
神か

み
よ
り
伝つ

た
へ
て
、

わ
が
お
も
ふ
所

と
こ
ろす

こ
し
も
違ち

が
は
ず
成

じ
や
う

就じ
ゆ

し
た
る
は
、
職

し
よ
く

神し
ん

の
御お

ん

恵
め
ぐ
み

也
。
疎

お
ろ
そ
かに

お
も
ふ
べ
か
ら
ず
。
故

か
る
が
ゆ
へに

此こ
の

と
き
棟む

ね
に
棚た

な
を
し
つ
ら
ひ
、
職

し
よ
く

神じ
ん

を
祭ま

つ
り
祝し

う
義ぎ

を

献け
ん

ず
る
こ
と
、
普

あ
ま
ねく

人ひ
と

の
知し

り
た
る
事
也
。
然し

か
る
に
、
祖そ

神じ
ん

の
御お

ん
名な

を
取と

り

失う
し
なひ

て
聖

し
や
う

徳と
く

太た
い

子し

を
祭ま

つ
ら
ば
、
嘸さ

ぞ
祖そ

神じ
ん

も
」 ウ
心
よ
く
は
お
ぼ
し
召め

す
ま
じ
。
さ
れ
ど
も

し
ら
ざ
れ
ば
是ぜ

非ひ

な
し
。
然

し
か
れば

、
お
も
は
ず
も
不ふ

忠ち
う

不ふ

義ぎ

の
名な

は
の
が
れ
ず
。

両り
や
う

部ぶ

習し
う

合が
う

に
為だ

偽ま

惑さ
れ

し
人ひ

と
々〳

〵
、
過

あ
や
ま
つて

は
改

あ
ら
た
むる

に
は
ゞ
か
る
事こ

と
な
し
。
は
や
く
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間ま

戸ど
の

命み
こ
とと

云い
ふ

。
両

り
や
う

部ぶ

習し
う

合か
う

の
神し

ん
門も

ん
に
は
、
両

り
や
う

金こ
ん

剛が
う

を
安あ

ん
置ち

す
【
今
俗
に
云
仁
王

な
り
】。
こ
れ
を
仏ふ

つ
門も

ん
に
置お

く
は
、
是ぜ

に
し
て
神し

ん
門も

ん
に
お
く
は
非ひ

也
。
委く

わ
細し

く
は
『
俗ぞ

く

説せ
つ

弁べ
ん

』
に
み
へ
た
り
。

　

㊉
　
燈と

う
籠ろ

う
の
事

神し
ん

社し
や

の
と
う
ろ
う
は
、
木き

に
て
造つ

く
る
を
本ほ

ん
式し

き
と
す
。
石い

し

銅
あ
か
ゞ
ねの

」 12
た
ぐ
ひ
は
略

り
や
く

義ぎ

な
る
べ
し
。

　

　

鳥と
り

居ゐ

の
事

鳥と
り

居ゐ

は
神じ

ん
代だ

い
の
神し

ん

門も
ん

也
。
今い

ま

宮き
う

社し
や

に
用

も
ち
ゆる

は
神じ

ん
代だ

い
の
遺い

風ふ
う

に
し
て
、
木き

の
鳥と

り
居ゐ

を
本ほ

ん
式し

き
と
す
。
当と

う
時じ

鳥と
り

居ゐ

を
造つ

く
る
な
ら
ば
、
先ま

づ

其そ
の

宮み
や

の
古こ

例れ
い

を
尋

た
づ
ね、

鳥と
り

居ゐ

の
風ふ

う

を
定

さ
だ
むべ

し
。
又
は
御ご

神じ
ん

名み
や
うに

付つ
い

て
も
造つ

く
り
や
う
あ
る
事こ

と
な
れ
ば
、
よ
く
吟ぎ

ん
味み

し

て
造つ

く
る
べ
き
こ
と
也
。
鳥と

り
居ゐ

に
品し

な
々
有
。
神し

ん

明め
い

鳥と
り

居ゐ

・
黒く

ろ
木ぎ

の
鳥
居
・
嶋し

ま
木き

の

鳥
居
・
山さ

ん

王わ
う

鳥
居
・
三み

輪わ

鳥
居
・
稲い

な
荷り

鳥
居
・
わ
ら
座ざ

の
鳥
」 ウ
居
・
丸ま

る
木き

皮か
わ

剥む
き

の
鳥と

り
居ゐ

等と
う

の
製せ

い
有
。
此こ

の
こ
と
を
し
ら
ざ
る
人
は
、
識し

き
者し

や
に
問と

ひ
て
造つ

く
る
べ
し
。
若も

し
古こ

例れ
い

な
き
宮み

や
に
は
、
神し

ん

明め
い

鳥と
り

居ゐ

・
丸ま

る
木き

皮か
わ

剥む
き

の
鳥と

り
居ゐ

・
黒く

ろ
木ぎ

の
鳥と

り
居ゐ

に
し
て
可か

也
。

近き
ん

世ぜ
い

押お
し

通と
を

り
嶋し

ま
木き

の
鳥と

り
居ゐ

に
造つ

く
る
は
、
其そ

の
宮み

や
に
よ
つ
て
自し

然ぜ
ん

と
誤

あ
や
ま
りも

多お
ゝ

か
り
な

ん
。
又
外ほ

か
に
雨あ

ま

覆
お
ゝ
と
ひあ

る
鳥と

り
居ゐ

、
或

あ
る
いは

石い
し

ず
へ
の
鳥と

り
居ゐ

は
略

り
や
く

義ぎ

に
し
て
、
式し

き

正し
や
うの

こ
と
に
あ
ら
ず
。
又
石い

し
の
鳥と

り
居ゐ

・
唐か

ら
金か

ね
の
鳥と

り
居ゐ

は
、
是こ

れ

又ま
た

大
略

り
や
く

義ぎ

也
。
心

こ
ゝ
ろあ

ら

ん
人ひ

と
は
、
木き

に
て
造つ

く
り
時お

り

々〳
〵

造つ
く

り
か
へ
る
を
本ほ

ん
式し

き
と
す
。
木き

は
桧

ひ
の
きを

用
も
ち
ゆべ

し
。

余よ

の
木き

を
用

も
ち
ゆべ

か
ら
ず
。
伊い

勢せ

に
石い

し

唐か
ら

金か
ね

の
」 13
た
ぐ
ひ
を
用

も
ち
ひざ

る
を
見み

て
推す

い

量
り
や
う

す
べ
し
。
故

か
る
が
ゆ
へに

『
名

み
や
う

目も
く

抄し
や
う』

に
も
石い

し
に
て
鳥と

り
居ゐ

を
造つ

く
る
は
後こ

う
世せ

い
の
費

つ
い
へな

り
と

い
へ
り
。番ば

ん

匠じ
や
うた

る
人ひ

と
常つ

ね
に
こ
ゝ
ろ
得へ

あ
る
べ
き
こ
と
也
。鳥と

り
居ゐ

の
文も

ん
字じ

を
書か

く
に
、
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㊇
　
拝は

い
殿で

ん
の
事

神し
ん

社し
や

の
拝は

い
殿で

ん
を
造つ

く
る
に
は
、
ひ
じ
き
造つ

く
り
な
る
べ
し
。
唐か

ら
破は

風ふ

等と
う

は
両

り
や
う

部ぶ

習し
う

合が
う

の
製せ

い
作さ

く
に
し
て
、
神じ

ん
代だ

い
の
遺い

風ふ
う

に
あ
ら
ず
と
先せ

ん
輩は

い
に
聞き

ゝ
侍
る
。

　

㊈
　
神し

ん
門も

ん
の
事

神し
ん

門も
ん

を
建け

ん
立り

う
す
る
に
は
、
其そ

の
地ち

の
広ひ

ろ
狭せ

ば
を
見み

合
あ
は
せ

宜
よ
ろ
し
きに

造つ
く

る
べ
し
。
近き

ん

世ぜ
い

印い
ん

行か
う

の
書し

よ
に
、
門も

ん
を
造つ

く
る
に
唐と

う

尺じ
や
くの

法ほ
う

を
用

も
ち
ゆと

い
へ
り
。」 ウ
甚

は
な
は
だ

妄も
う

説せ
つ

也
。
信し

ん
用よ

う
す

る
こ
と
な
か
れ
【
唐
尺
の
弁
委
は
後
に
い
だ
し
ぬ
】。
組く

み

物も
の

彫ほ
り

物も
の

造つ
く

り
、
或

あ
る
ひは

二

重ぢ
う

造つ
く

り
瓦

か
わ
らぶ

き
等
、
神し

ん
国こ

く
の
遺い

風ふ
う

に
あ
ら
ざ
る
故ゆ

へ
、
神か

み
の
御
心
に
か
な
は
ざ
ら

ん
か
。
門も

ん
の
両

り
や
う

脇わ
き

に
門か

ど
守も

り
の
神か

み
を
安あ

ん
鎮ち

ん
す
る
也
。
此こ

の
神か

み
を
豊と

よ

盤い
は

間ま

戸ど
の

命み
こ
と、

櫛く
し

盤い
は

　

㊆
　
玉た

ま
垣が

き
の
事

玉た
ま

垣が
き

は
角か

く
な
る
木き

に
貫ぬ

き
を
通と

を
し
、
神し

ん
社し

や
の
廻ま

は
り
に
押お

し
通と

を
し
て
之こ

れ
を
設も

う
く
。
又
は

左さ

の
図づ

の
ご
と
く
、
厚あ

つ
き
板い

た
に
て
造つ

く
る
も
」 ウ
あ
り
。
是こ

れ

本ほ
ん

式し
き

の
玉た

ま

垣が
き

也
。
或

あ
る
いは

木き

の
皮か

わ
を
削

け
づ
らず

そ
の
ま
ゝ
用

も
ち
ゆる

あ
り
。
是こ

れ
を
黒く

ろ
木ぎ

の
玉た

ま
が
き
と
い
ふ
也
。
玉た

ま
が
き

を
瑞み

づ
垣が

き
と
も
荒あ

ら
垣が

き
と
も
い
ふ
。
神し

ん
社し

や
に
よ
り
て
二ふ

た
重へ

三み

重へ

に
も
設

も
う
くる

也
。
然し

か
る
と

き
は
内う

ち
に
あ
る
を
瑞み

づ
垣か

き
と
云い

ひ
、
外そ

と
に
あ
る
を
玉た

ま
が
き
と
も
荒あ

ら
垣が

き
と
も
い
ふ
也
。
皆み

な

是こ
れ

汚け
が

穢れ

不ふ

浄じ
や
うを

入い
れ

ざ
る
た
め
の
垣か

き
也
。
谷
氏
曰
、「
木き

の
削

け
づ
りた

る
を
朱あ

け
の
玉た

ま
垣が

き
と

云い
ふ

。
朱し

ゆ
に
塗ぬ

る
謂

い
わ
れな

し
」
と
。
今い

ま

俗ぞ
く

間か
ん

に
い
ふ
玉た

ま
が
き
は
、
過く

わ

半は
ん

上う
へ

を
立た

て

格か
う

子し

、

或
は
組く

み

格か
う

子し

に
し
て
下し

た
に
壁か

べ
を
付つ

け
、
こ
ゝ
板い

た

打う
ち

上う
へ

に
雨あ

ま

覆
お
ゝ
い

有あ
り

。
是こ

れ
は
玉た

ま
が
き
と

い
ふ
物も

の
に
は
あ
ら
ず
。
壁か

べ
墻か

き
な
り
。」 11
神し

ん
社じ

や
の
囲

か
こ
みな

り
。
心

こ
ゝ
ろあ

ら
ん
人
は
本ほ

ん
式し

き
の

玉た
ま

垣が
き

に
造つ

く
る
べ
き
こ
と
也
。
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法ほ
う
に

曰い
は
く、

大た
い

社し
や

之の

千ち

木ぎ

四し

支し

長な
が

さ
壱
丈
三
尺
、
中ち

う

社し
や

之
千ち

木ぎ

四し

支し

壱
丈
、
小

し
や
う

社し
や

四し

支し

長
八
尺
云
々
。
又
一
説せ

つ
に
、
大
社
之
千
木
長
壱
丈
六
尺
、
又
壱
丈
弐
尺
。
中

社
八
尺
五
尺
。
小
社
三
尺
六
寸
、
又
三
尺
弐
寸
、
弐
尺
八
寸
」 9
と
い
へ
り
。
千
木

を
氷
木
と
も
又
比
木
と
も
氷
椽
と
も
書か

け
り
。『
宝ほ

う
基き

本ほ
ん

記き
に

』
曰

い
は
く、

千ち

木ぎ

之の

片か
た

掞そ
ぎ

者は

、

水す
い

火く
わ

之の

起
お
こ
り

天て
ん

地ち

之の

象
か
た
ち

也
」
と
云
り
。
宮き

う
社し

や
に
よ
り
、
二
神し

ん
・
三
神し

ん
・
五
神し

ん
・

七
神し

ん
を
祭ま

つ
る
宮み

や
は
、
其そ

の
御
神じ

ん

名み
や
うに

付つ
い

て
そ
ぎ
や
う
内う

ち
外そ

と
の
ち
が
ひ
あ
り
。
識し

き

者し
や

に
問と

ひ
て
製せ

い
す
べ
し
。
鰹

か
つ
を

木ぎ

は
斗

か
ぞ
へ

木ぎ

と
も
い
へ
り
。
一
説せ

つ
に
、
大
社
の
鰹

か
つ
を

木ぎ

八

丸ぐ
わ
ん

長
五
尺
わ
た
り
九
寸
、
中
社
は
六
丸
長
四
尺
わ
た
り
八
寸
、
小
社
四
丸
長
三

尺
五
寸
わ
た
り
七
寸
と
い
へ
り
。
其
外
神し

ん
社し

や
に
よ
り
て
数か

ず
の
相さ

う
違い

も
あ
る
べ
し
。

先ま
づ

押お
し

通と
を

り
女め

神が
み

の
宮み

や
は
陰い

ん
数す

う
を
用も

ち
ひ
、」 ウ
男お

神が
み

の
宮み

や
は
陽よ

う
数す

う
を
用

も
ち
ひる

こ
と
也
。
社

や
し
ろ

の
大
小
に
よ
つ
て
割わ

り
合あ

ひ
よ
ろ
し
く
す
べ
し
と
い
へ
り
。
是
又
識し

き
者し

や
に
尋

た
づ
ねて

製せ
い

す

べ
し
。
鰹

か
つ
を

木ぎ

の
意

こ
ゝ
ろは

今い
ま

在ざ
い

家け

茅か
や

ぶ
き
に
し
て
、
棟む

ね
の
上
お
さ
へ
の
た
め
茅か

や
を
束

つ
か
ね

て
お
く
。
こ
れ
を
烏

か
ら
すお

と
り
と
い
ひ
、
或

あ
る
いは

針は
り

目め

お
さ
へ
と
も
い
ふ
。
是こ

れ

則
す
な
は
ち

鰹か
つ
を

木ぎ

の
意

こ
ゝ
ろ

也
。
今い

ま
伊い

勢せ

太だ
い

神じ
ん

宮ぐ
う

に
千ち

木ぎ

鰹
か
つ
を

木ぎ

を
用

も
ち
ひる

は
此こ

の

縁
こ
と
の
も
と

也
。
然し

か
れ

ど
も
、
神し

ん
社し

や
に
よ
り
故ゆ

へ
な
ふ
し
て
み
だ
り
に
千ち

木ぎ

か
つ
ほ
木
を
あ
ぐ
る
こ
と
な
か

れ
。
く
は
し
く
は
『
俗そ

く

説せ
つ

勢ぜ
い

弁べ
ん

』
に
み
へ
た
り
。」 10

　

㊅
　
鞭む

ち
掛か

け
の
事

鞭む
ち

掛か
け

は
宮き

う

殿で
ん

棟む
ね

の
下し

た
、
破は

風ふ

の
中な

か
よ
り
貫

つ
ら
ぬき

出い
で

た
る
木
な
り
。
神か

み
代よ

に
は
万ば

ん
事じ

質し
つ

素そ

な
れ
ば
、
屋や

根ね

梠こ
ま
いの

端は
し

外そ
と

へ
余あ

ま
り
た
る
か
た
ち
也
。
男お

神が
み

の
宮み

や
に
十
本
、
女め

神が
み

の
宮
に
八
本
也
。
然し

か
れ
と
も
伊い

勢せ

両
り
や
う

宮く
う

に
か
ぎ
り
、
自こ

の
余ほ

か
の
宮み

や
に
は
憚

は
ゞ
かる

べ

き
こ
と
か
。
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山や
ま

よ
り
木き

を
切き

り
出い

だ
し
、
皮か

わ
を
削

け
づ
りそ

の
ま
ゝ
柱

は
し
らに

用
も
ち
ゆる

故ゆ
へ

、
自し

然ぜ
ん

に
丸ま

る
し
。
是こ

れ
に

倣な
ら
ひて

今い
ま

宮き
う

社し
や

に
丸ま

る

柱ば
し
らを

用
も
ち
ゆる

こ
と
也
。
宮み

や
を
造つ

く
る
番ば

ん

匠じ
や
うは

祖そ

神じ
ん

の
血ち

脈す
じ

の
番ば

ん

匠じ
や
うを

え
ら
み
て
工

た
く
み

長か
し
らと

定
さ
だ
むる

こ
と
、
故こ

実じ
つ

也
。
然し

か
る
を
今い

ま
は
此こ

の
事こ

と
を
し
る
人
も

ま
れ
」 ウ
な
り
。
番ば

ん

匠じ
や
うた

る
人ひ

と
も
多お

ゝ
く
は
姓せ

い
氏し

を
取と

り

失う
し
なひ

、
何
や
ら
角か

や
ら
わ
け

も
な
き
こ
と
に
な
り
行ゆ

き
な
げ
か
し
き
こ
と
也
。
扨さ

て

宮み
や

造つ
く
りに

臨
の
ぞ
んで

は
清

し
や
う

浄〴
〵

の
家い

へ
に

宿し
ゆ
くす

べ
し
。
又
は
仮か

り
屋や

を
い
と
な
み
て
こ
れ
に
宿

し
ゅ
くす

る
も
可か

也
。
常つ

ね
に
清き

よ
浄き

火ひ

を
食

し
よ
くし

て
他た

の
火ひ

を
交

ま
し
ゆべ

か
ら
ず
。
又
病や

ま
ひを

問と
は

ず
穢ゑ

悪あ
く

の
こ
と
に
預

あ
づ
かる

べ
か
ら

ず
。
不ふ

浄じ
や
うの

人ひ
と

と
一
座ざ

を
す
る
事こ

と
な
か
れ
。
慎

つ
ゝ
し
みを

第だ
い

一
と
し
、
は
か
ま
を
着

ち
や
くし

て
細さ

い
工く

を
つ
と
む
べ
し
。
自し

然ぜ
ん

お
も
は
ず
け
が
れ
に
混こ

ん
ず
る
こ
と
あ
ら
ば
。
は
や

く
そ
の
場ば

を
引ひ

き
は
ら
ひ
我わ

が
家や

へ
か
へ
り
、
清

し
や
う

浄〳
〵

に
」 8
な
る
を
待ま

つ
て
細さ

い
工く

を
つ
と

む
べ
し
。

　

㊃
　
屋や

根ね

葺ふ
き

草く
さ

の
事

神じ
ん

社じ
や

の
屋や

根ね

は
茅か

や
ぶ
き
を
本ほ

ん
式し

き
と
す
。
こ
け
ら
ぶ
き
、
或

あ
る
いは

桧ひ

皮は
だ

ぶ
き
、
と
ち

ぶ
き
等
は
中
古
よ
り
始

は
じ
まる

神じ
ん

社じ
や

に
か
ぎ
り
、
瓦

か
わ
らぶ

き
は
大
に
忌い

む
こ
と
也
。
屋や

根ね

の

棟む
ね

に
も
用

も
ち
ゆべ

か
ら
す
。
惣

そ
う
じて

瓦
か
わ
らは

鳥と
り

井ゐ

よ
り
内
へ
入
べ
か
ら
ず
。
若も

し
あ
り
き
た
ら

ば
は
や
く
取と

り
捨す

つ
べ
き
事
な
り
と
先せ

ん
輩は

い
に
聞き

ゝ
け
ら
し
。

　

㊄
　
千ち

木ぎ

鰹
か
つ
ほ

木ぎ

の
事
」 ウ

千ち

木ぎ

は
神じ

ん
社じ

や
の
棟む

ね
左さ

右ゆ
う

へ
打う

ち
ち
が
へ
た
る
木
を
い
ふ
。
違

ち
が
ひ

木ぎ

の
中ち

う

略り
や
くな

り
。
上む

古か
し

宮み
や

を
造つ

く
るる

に
搏は

風ふ

の
端は

し
棟む

ね
へ
余あ

ま
り
た
る
象

か
た
ち

也
。
神じ

ん
代だ

い
の
遺い

風ふ
う

に
し
た
が
ひ
、

神じ
ん

社じ
や

に
か
ぎ
り
是こ

れ
を
用も

ち
ゆ
。
今い

ま

百
ひ
や
つ

家か

に
は
「
は
ふ
」
と
名な

付づ
け

て
棟む

ね
の
う
ち
に
包

つ
ゝ
む

也
。
女め

神が
み

の
千ち

木ぎ

は
内う

ち
を
そ
ぎ
男を

神が
み

の
千ち

木ぎ

は
外そ

と
を
そ
ぐ
。
太だ

い

政
じ
や
う

官
く
わ
ん

府ふ
の

製せ
い
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は
組く

み
物も

の
を
用

も
ち
ひず

と
い
へ
り
。
伊い

勢せ

太だ
い

神じ
ん

宮ぐ
う

に
組く

み

物も
の

彫ほ
り

」 6
ウ
物も

の
を
用

も
ち
ひざ

る
を
見み

て
、

『
名

み
や
う

目も
く

抄し
や
う』

の
意

こ
ゝ
ろを

お
も
ひ
合あ

は
す
べ
し
。
中な

か
に
も
『
延ゑ

ん
喜ぎ

式し
き

』
に
の
せ
た
る
由ゆ

来ら
い

久ひ
さ

し
き
宮き

う

社し
や

は
、
猶な

を
も
つ
て
神し

ん

明め
い

造
づ
く
り

社
や
し
ろ

造づ
く
りに

し
て
可
也
。
然し

か
れ
と
も
伊い

勢せ

及お
よ
び

其そ
の

外ほ
か

の
名な

高た
か

き
御お

ん

社や
し
ろは

、
故こ

実じ
つ

を
用

も
ち
ひて

造つ
く

ら
れ
し
こ
と
な
れ
ば
、
こ
と
〴
〵

く
そ
の
風ふ

う
に
似に

す
る
は
憚

は
ゞ
かる

べ
き
こ
と
也
。
只た

ゞ
何な

に
と
な
く
質し

つ
素そ

清
し
や
う

浄〴
〵

に
し
て
か

ざ
り
な
く
、
叮て

い
嚀ね

い
に
古こ

代だ
い

の
風ふ

う
を
考

か
ん
が
へ

造つ
く

る
べ
し
。
是こ

れ

人ひ
と

〴
〵
家や

造つ
く

り
に
奢

お
ご
るま

じ

き
と
の
神か

み

教
お
し
へ

也
。
宮き

う
社し

や
の
図づ

あ
ら
ま
し
お
く
に
い
だ
し
ぬ
。
考

か
ん
が
へし

る
べ
し
。
惣

そ
う
じ

て
宮き

う

社し
や

を
造つ

く
る
に
は
、
木き

は
桧

ひ
の
きを

用
も
ち
ゆ」 7

べ
し
。
余よ

の
木き

を
用

も
ち
ゆべ

か
ら
ず
。『
神じ

ん

代だ
い
の

巻ま
き

』
に
「
定

さ
だ
む

二

其そ
の

当
べ
き
を

一
レ
用

も
ち
ゆ。

及
す
な
は
ち

称こ
と

之
あ
け
て

曰
の
た
ま
は
く、

杉す
ぎ

及
お
よ
び

櫲く
す
の
き樟

、
此こ

の

両
ふ
た
つ
の

樹き
は

者
、
可へ

し
三

以
も
つ
て

為
つ
く
る

二
浮う

く

宝
た
か
ら
に

一

桧
ひ
の
き
は

可べ
し

下

以
も
つ
て

為
つ
く
る

二

瑞
み
つ
の

宮
み
や
を

一
之
材

き
と
す

上
」
と
い

へ
り
。
此こ

の
故ゆ

へ
に
伊い

勢せ

の
神じ

ん
宮ぐ

う
を
造つ

く
る
に
桧

ひ
の
きを

用も
ち

ゆ
る
と
み
へ
た
り
。
今い

ま

雑ぞ
う

木ぼ
く

を

用も
ち
ゆる

は
古こ

法ほ
う

に
た
が
へ
り
。
柱

は
し
らを

丸ま
る

く
す
る
こ
と
は
、
上む

古か
し

は
万

よ
ろ
づ

質し
つ

素そ

に
し
て

（6 丁表） （5 丁裏）
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㊁
　
釿

て
お
の

始は
じ
めの

神じ
ん

事じ

釿て
お
の

始は
じ
めは

宮み
や

造つ
く

り
家や

造つ
く

り
の
始

は
じ
め、

万ば
ん

歳ぜ
い

を
た
も
つ
の
基

も
と
いな

れ
ば
、
別

べ
つ
して

め
で
た
き

神じ
ん

事じ

也
。
番ば

ん

匠じ
や
うた

る
人ひ

と
、
礼れ

い
服ふ

く
を
着

ち
や
くし

職
し
ょ
く

神じ
ん

を
祭ま

つ
り
、
神み

酒き

・
鏡

か
ゞ
み

餅も
ち

・
肴

さ
か
な

等
の

祝し
う

義ぎ

物も
の

を
さ
ゝ
げ
奉

た
て
ま
つり

て
、
釿

て
お
の

始は
じ
めす

べ
し
。
一あ

る
書し

よ
に
釿

て
お
の

始は
じ
めに

唱と
な

ふ
る
文も

ん
有あ

り
。
仏ぶ

つ

説せ
つ

の
真し

ん
言ご

ん
を
も
ち
ゆ
と
い
へ
り
。
是こ

れ
等ら

の
こ
と
は
天て

ん
竺ぢ

く
に
て
は
左さ

も
あ
る
べ
し
。

日
本
に
て
は
大
に
忌い

む
事
也
。
天て

ん

照
し
や
う

太だ
い

神じ
ん

の
御ご

託た
く

宣せ
ん

に
も
、「
屏

し
り
ぞ
け
て

二
」 ウ
仏ぶ

つ

法ほ
う

之の

息い
き
を

一

崇
あ
が
め

二

祭
ま
つ
れ

神し
ん

祇
一
」
と
あ
る
を
、
今い

ま
さ
ら更

お
も
ひ
合
す
べ
し
。
惣

そ
う
じて

釿
て
お
の

始は
じ
めの

前ぜ
ん

日じ
つ

、
当と

う
日じ

つ
、
万ば

ん
事じ

不ふ

浄
を
遠

と
を
ざく

べ
し
。
宮み

や

造つ
く
りは

い
ふ
に
お
よ
ば
す
家や

造づ
く

り
と

て
も
慎

つ
ゝ
し
みを

第た
い

一
と
し
、
喧け

ん

嘩く
わ

口け
う

論ろ
ん

等と
う

、
相あ

ひ

互た
が
いに

か
た
く
禁

い
ま
し
むべ

き
こ
と
な
り
。

　

㊂
　
宮み

や
造つ

く
り
の
事

宮き
う

社し
や

を
造つ

く
ら
ん
と
欲

ほ
つ
せば

、
先ま

づ

其そ
の

社や
し
ろの

故こ

実じ
つ

を
尋

た
づ
ね、

あ
く
迄ま

で

吟ぎ
ん

味み

し
て
社

や
し
ろの

風ふ
う

を

定さ
だ
むべ

し
。
其そ

の

形か
た
ちさ

ま
〴
〵
有あ

り
と
い
へ
ど
も
。
両

り
や
う

部ぶ

習し
う

合が
う

な
ら
ざ
る
社

や
し
ろは

、
神し

ん

明め
い

造つ
く

り
か
社

や
し
ろ

造つ
く

り
に
す
べ
し
。
是こ

れ
古こ

代だ
い

」 5

挿
絵
（
五
丁
裏
、六
丁
表
）

の
風ふ

う
な
り
。
延の

ぶ

佳よ
し

神か
ん

主
ぬ
し
の

曰い
は
く、

上
じ
や
う

古こ

宮み
や

造つ
く
りの

制せ
い
ほ
う
て
い

法
叮
嚀ね

い
に
し
て
且

そ
の
う
へ

質し
つ

素そ

也
。

後こ
う

世せ
い

の
風ふ

う
俗ぞ

く
は
是こ

れ
に
た
が
ひ
て
花く

は
靡び

也
。
心

こ
ゝ
ろあ

ら
ん
人ひ

と
は
居き

よ
家か

調
ち
や
う

度ど

に
い
た
る

迄ま
で

、
古
代
の
風ふ

う
を
し
た
ふ
べ
し
と
。
組く

み

物も
の

彫ほ
り

物も
の

造つ
く

り
は
異い

国こ
く

の
風ふ

う
に
し
て
、
両

り
り
や
う

部ぶ

習し
う

合が
う

の
制せ

い
な
れ
ば
、
習し

う
合が

う
の
宮み

や
は
組く

み

物も
の

彫ほ
り

物も
の

を
す
る
と
も
く
る
し
か
ら
ず
。

自じ

余よ

の
社

や
し
ろは

組く
み
も
の物

彫ほ
り
も
の物

を
用

も
ち
ひず

し
て
造つ

く
る
べ
し
。
然し

か
れ
ば
神じ

ん

代だ
い

質し
つ

素そ

の
理

こ
と
は
りに

か

な
ひ
、
番は

ん

匠じ
や
うた

る
人ひ

と
も
神か

み
の
御み

心こ
ゝ
ろに

合か
な

ふ
べ
し
。『
名

み
や
う

目も
く

抄し
や
う』

に
も
、
神じ

ん
社し

や
に
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㊀
　
地ち

し
づ
め鎮

の
神じ

ん
じ事

宮き
う
し
や社

を
造つ

く
ら
ん
と
欲

ほ
つ
せば

、
先ま

づ
そ
の
ち

其
地
を
平

た
い
らに

し
て
不ふ

じ
や
う浄

を
は
ら
ひ
、
水み

づ
な
わ縄

を
引ひ

き
、

地ぢ
ど
り取

を
極き

は
め
、
其そ

の
ま
ん
な
か

真
中
に
柱

は
し
らを

立た
つ

る
。
是こ

れ
を
斎

い
ん
は
し
ら

柱
と
い
ふ
。
俗ぞ

く
か家

に
て
は
是こ

れ
を

大だ
い
こ
く
ば
し
ら

極
柱
と
号な

づ
く
【
俗ぞ

く
せ
つ説

に
鬼き

も
ん
は
し
ら

門
柱
と
名

な
づ
けて

東と
う
ぼ
く北

の
隅す

み
に
立た

つ
る
は
誤あ

や
ま
り也

。
鬼き

も
ん門

の

事こ
と

は
日
本
の
こ
と
に
あ
ら
ず
。『
本ほ

ん
て
う
り
げ
ん

朝
俚
諺
』と
い
ふ
書し

よ
に
出
た
り
。考

か
ん
が
へし

る
べ
し
】。

則す
な
は
ち
こ
の此

柱は
し
らを

家い
へ

の
大

だ
い
こ
く
は
し
ら

極
柱
に
用も

ち
ゆ
べ
し
。
図づ

の
こ
と
く
杭く

い
を
四
本
打う

ち
、
し
り
く

め
縄な

わ
を
引ひ

き
ま
は廻

し
、
榊

さ
か
きを

以も
つ

て
飾

か
ざ
るべ

し
。
又
弓ゆ

み
二
張ち

や
う【

白
木も

め
ん綿

の
弓ゆ

づ
る弦

を
用
ゆ
】、

矢や

二
筋す

じ
を
用も

ち
ゆ【
一
筋
は
か
ぶ
ら
矢
、一
筋
は
か
り
ま
た
】。
天て

ん
じ
ん神

」 3
地ち

ぎ祇
を
祭ま

つ
り
、

又
番ば

ん
じ
や
う

匠
の
神か

み
の
神し

ん
が
う号

を
板い

た
に
書か

い
て
柱

は
し
らに

か
け
、
前ま

へ
に
鏡

か
ゞ
み
も
ち

餅
・
角つ

の
樽だ

る
・
鯣

す
る
め・

昆こ
ん
ぶ布

等と
う

の
祝し

う
き義

物も
の

を
献け

ん

上じ
や
うす

べ
し
。
此こ

の
と
き
尼に

そ
う僧

及お
よ
びす

べ
て
不ふ

じ
や
う浄

を
遠

と
を
ざく

べ
き
也
。

番ば
ん
じ
や
う

匠
た
る
、
人ひ

と
礼れ

い
ふ
く服

を
着

ち
や
くし

て
神か

み
を
拝は

い
す
べ
し
。
是こ

れ

則
す
な
は
ち

神じ
ん
だ
い代

に
伊い

さ
な
ぎ
の
み
こ
と

奘
諾
尊
・

伊い
さ
な
み
の
み
こ
と

奘
冊
尊
、
国く

に
な
か中

に
柱

は
し
らを

立た
て

給
ふ
よ
り
こ
と
起お

こ
り
、
神じ

ん
だ
い代

に
専

も
つ
は
ら

此こ
の

神じ
ん
じ事

あ
り
て
、

今い
ま

に
上む

か
し古

の
遺い

ふ
う風

た
へ
ざ
る
は
あ
り
が
た
き
こ
と
也
。
伊い

勢せ

太だ
い

神じ
ん

宮ぐ
う

に
も
宮み

や

建こ
ん
り
う立

の
前ま

へ
、
此こ

の
祭ま

つ
り
有あ

り
。
是こ

れ
を
心し

ん
の
御み

柱
は
し
ら

祭ま
つ

り
と
い
へ
り
。『
心

し
ん
の

御み
は
し
ら
の柱

記き
に

』
曰

い
は
く、

心し
ん
の

御み
は
し
ら柱

者は

一い
つ
き気

之の

起お
こ
り、」 ウ

天て
ん
ち地

之
形か

た
ち、

陰い
ん
や
う陽

之
源

み
な
も
と、

万ば
ん
も
つ物

の
体た

い
也
云
云
。
此こ

の

柱
は
し
ら

を
心

し
ん
の

御み

柱は
し
らと

も
、
天

あ
め
の

御み

柱は
し
らと

も
、
忌い

ん

柱は
し
らと

も
い
へ
り
。
前ま

へ
に
も
い
ふ
ご
と
く
、

こ
の
御み

柱は
し
らの

こ
と
は
、
神し

ん
た
う道

の
根こ

ん

元げ
ん

至い
た
りて

ふ
か
き
意

こ
ゝ
ろ

有あ
り

。
故

か
る
が
ゆ
へに

宮き
う

社し
や

并な
ら
びに

屋お
く

宅た
く

を
造つ

く
る
に
、
先ま

づ

忌い
ん

柱は
し
ら、

大た
い

極こ
く

柱は
し
らを

立た
て

、
不ふ

浄じ
や
うを

は
ら
ひ
、
地ち

を
鎮

し
づ
むる

は
其そ

の

縁こ
と
の
も
とな

り
。
是こ

れ
を
し
ら
ず
し
て
何な

に

心こ
ゝ
ろな

く
柱

は
し
らを

立た
つ

る
は
、
番ば

ん

匠じ
や
うの

本ほ
ん

意い

に
あ
ら

ず
。
よ
く
考

か
ん
がへ

し
る
べ
き
こ
と
な
り
。
或

あ
る
ひ
と
の

曰い
は
く、

家い
へ

の
真ま

ん
中な

か
の
柱

は
し
らを

大だ
い

黒こ
く

柱ば
し
らと

い
ふ
は
大た

い
極こ

く
の
字じ

を
誤

あ
や
ま
れり

。
夫そ

れ
家い

へ
は
一
天て

ん
地ち

の
ご
と
く
、
此こ

の
故ゆ

へ
に
其そ

の

真ま
ん

中な
か

の
柱

は
し
ら

を
大た

い
極こ

く
と
名

な
づ
け」 4

た
り
。
心

し
ん
の

御み

柱は
し
らに

比ひ

す
と
云
云
。
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