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そ
く
た
い

束
帯
天
神
像
は
、
朝
廷
の
公
の
政
務
や

儀
式
の
際
に
着
用
す
る
正
服
姿
の
天
神
画

像
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
呼
称
で
、
こ
の

形
式
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
繰
り
返

し
、
こ
の
場
で
紹
介
し
て
き
ま
し
た
。
そ

す
い
え
い

の
姿
は
普
通
、
垂
纓
の
黒
塗
り
の
冠
を
被

ほ
う
え
き

ほ
う

し
た
が
さ
ね

り
、
黒
の
縫
腋
の
袍
を
纏
い
、
下
襲
の
裾

し
ゃ
く

を
後
方
に
折
り
曲
げ
、
笏
を
手
に
し
て
着

座
す
る
姿
で
表
現
し
ま
す
。
天
神
画
像
の

装
束
に
つ
い
て
、
し
ば
し
ば「
衣
冠
束
帯
」

姿
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、「
衣

冠
」
は
「
束
帯
」
の
略
装
で
あ
り
、
両
者

は
着
衣
形
式
が
異
な
る
別
物
で
す
。
し
た

い
か
ん
そ
く
た
い

が
っ
て
一
人
の
装
束
に
「
衣
冠
束
帯
」
と

い
う
形
式
が
成
立
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

こ
の
束
帯
姿
に
も
二
種
類
の
表
現
の
違

い
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
平
安
時
代
末
期

ま
で
お
こ
な
わ
れ
た
柔
ら
か
な
生
地
を
身

に
纏
う
形
式
と
、
鎌
倉
時
代
以
降
に
主
流

と
な
る
糊
の
利
い
た
こ
わ
ば
っ
た
生
地
で

威
儀
を
正
し
た
形
式
の
二
形
式
で
す
。
前

な
え
そ
う
ぞ
く

こ
わ
そ
う
ぞ
く

者
は
萎
装
束
、
後
者
は
強
装
束
と
い
わ
れ

ま
す
。
表
紙
の
天
神
画
像
は
萎
装
束
の
例

で
、
肩
や
袖
の
輪
郭
線
が
な
だ
ら
か
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
生
地
の
柔
ら
か
さ
を
感
じ

取
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
天
神
画
像
は
、
京
都
の
北
野
天
満

宮
に
伝
来
す
る
「
根
本
御
影
」
と
呼
ば
れ

る
天
神
画
像
（
挿
図
）
と
図
像
的
に
共
通

す
る
特
徴
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。「
根
本
御

影
」
は
北
野
天
満
宮
で
最
も
重
視
さ
れ
る

天
神
画
像
で
す
。
鎌
倉
時
代
前
期
の
画
家

に
せ
え

ふ
じ
わ
ら
の
の
ぶ

で
似
絵
の
名
手
と
し
て
知
ら
れ
る
藤
原
信

ざ
ね実
が
描
い
た
と
の
伝
承
が
あ
り
ま
す
が
、

実
際
に
は
南
北
朝
か
ら
室
町
時
代
に
か
け

て
の
制
作
と
み
ら
れ
ま
す
。
萎
装
束
で
あ

る
点
は
古
式
を
示
す
特
徴
と
い
え
る
で
し

た
た
み
べ
り

こ
う
ら
い
べ
り

ょ
う
。
畳
縁
を
大
臣
が
座
る
大
紋
高
麗
縁

と
す
る
の
も
有
職
故
実
に
忠
実
な
表
現
と

い
え
ま
す
。

大
阪
天
満
宮
の
天
神
画
像
は
幕
末
か
ら

明
治
に
か
け
て
活
躍
し
た
大
阪
の
画
家
、

う
え
だ
こ
う
ち
ゅ
う

上
田
耕
冲
（
一
八
一
九
―
一
九
一
一
）
が

描
い
た
も
の
で
す
。
画
面
左
下
に
あ
る
白

文
方
印
と
朱
文
方
印
の
陰
影
が
、
耕
冲
の

作
品
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
本

図
を
納
め
る
木
箱
の
蓋
裏
に
は
制
作
の
由

来
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

こ
せ
の
き
み
も
ち

本
図
に
は
巨
勢
公
望
が
描
い
た
と
い
う
原

本
が
存
在
し
、
そ
の
写
し
を
用
い
て
菅
公

一
千
年
祭
に
描
か
れ
、明
治
三
十
五
年（
一

九
〇
二
）
三
月
、
耕
冲
八
十
四
歳
の
時
に

大
阪
天
満
宮
に
奉
納
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。
巨
勢
公
望
は
平
安
時
代
中
期
に

活
躍
し
た
巨
勢
派
の
画
家
で
す
が
、
残
念

な
が
ら
、
現
存
作
例
は
一
点
も
確
認
で
き

ま
せ
ん
。

巨
勢
公
望
が
描
い
た
と
い
う
天
神
画
像

が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
不
明

で
す
が
、
お
そ
ら
く
「
根
本
御
影
」
に
近

い
図
像
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
北

野
天
満
宮
に
は
「
根
本
御
影
」
と
瓜
二
つ

の
別
の
天
神
画
像
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
延

暦
寺
南
谷
遺
教
院
伝
来
と
の
伝
承
が
あ
り

ま
す
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
ら
に
共
通
す
る

原
本
が
存
在
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

近
年
、
こ
の
二
点
と
図
像
的
特
徴
が
共
通

す
る
第
三
の
「
根
本
御
影
類
品
」
を
実
見

し
ま
し
た
。「
根
本
御
影
」が
い
か
に
重
視

さ
れ
て
い
た
か
を
窺
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
菅
公
が
大
宰
府
で
薨
去
さ
れ
た
延
喜
三

年
（
九
〇
三
）
か
ら
一
千
年
、
北
野
天
満

宮
の
「
根
本
御
影
」
あ
る
い
は
そ
の
写
し

を
参
考
に
天
神
画
像
が
制
作
さ
れ
た
こ
と

は
十
分
考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
画
面
上

部
に
は
「
根
本
御
影
」
と
同
様
に
色
紙
型

が
置
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
「
去
年
今

夜
侍
清
凉
／
秋
憶
詩
篇
獨
斷
腸
／
恩
賜
御

衣
今
在
此
／
捧
将
毎
日
拝
餘
香
」
と
の
漢

詩
が
墨
書
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
菅
公

が
配
流
先
の
大
宰
府
で
詠
ま
れ
た
漢
詩
で
、

『
菅
家
後
集
』
に
収
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

も
っ
と
も
、
本
図
に
は
「
根
本
御
影
」

と
は
異
な
る
表
現
も
目
に
付
き
ま
す
。
御

簾
や
幔
幕
が
描
か
れ
る
の
は
神
殿
を
意
識

し
た
表
現
と
見
ら
れ
、
神
格
化
の
強
調
と

い
え
る
で
し
ょ
う
。
顔
貌
が
穏
や
か
と
な

っ
て
、
怒
り
天
神
と
し
て
の
面
影
が
払
拭

さ
れ
て
い
る
の
は
、
学
問
の
神
と
し
て
の

表
現
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

（
大
阪
工
業
大
学
助
教
授
）

束
帯
天
神
像
（
京
都
・
北
野
天
満
宮
）
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こ
の
た
び
、
大
阪
天
満
宮
が
「
大
阪
ア

ド
プ
ト
・
リ
バ
ー
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
参
加

団
体
と
し
て
認
証
さ
れ
、
大
阪
府
支
援
の

も
と
、
堂
島
川
流
域
中
、
鉾
流
神
事
斎
場

を
中
心
と
し
た
地
域
の
、
清
掃
や
緑
化
に

つ
と
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

昨
年
十
月
十
日
、
認
証
式
典
が
催
さ
れ
、

西
大
阪
治
水
事
務
所
よ
り
参
加
認
定
証
の

交
付
を
受
け
ま
し
た
。
そ
の
日
は
引
き
続

き
、
第
一
回
の
清
掃
と
緑
化
活
動
が
行
わ

れ
、
当
宮
職
員
と
天
満
天
神
御
伽
衆
が
参

加
し
ま
し
た
。
あ
い
に
く
と
小
雨
の
ぱ
ら

つ
く
天
気
で
し
た
が
、
清
掃
活
動
は
と
ど

こ
お
り
な
く
行
わ
れ
、
最
後
に
プ
ラ
ン
タ

ー
に
花
々
を
植
え
、
斎
場
入
り
口
に
設
置

し
、
す
が
す
が
し
い
締
め
く
く
り
と
な
り

ま
し
た

道
路
か
ら
川
縁
へ
石
段
を
降
り
て
左
の

壁
面
に
は
、
昔
の
斎
場
の
様
子
を
撮
影
し

た
写
真
や
、
鉾
流
神
事
な
ど
に
つ
い
て
の

解
説
板
も
掲
示
し
て
お
り
ま
す
。
お
近
く

に
お
越
し
の
際
は
、
ぜ
ひ
お
立
ち
寄
り
い

た
だ
き
、
川
辺
の
景
色
を
眺
め
な
が
ら
憩

い
の
ひ
と
と
き
を
過
ご
し
ご
て
み
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。

「「「
大大大
阪阪阪
アアア
ドドド
プププ
トトト
・・・
リリリ
バババ
ーーー
・・・
プププ
ロロロ
グググ
ラララ
ムムム
」」」ににに
参参参
加加加

【
ア
ド
プ
ト
・
リ
バ
ー
・

プ
ロ
グ
ラ
ム
と
は
】

「
ア
ド
プ
ト
・
リ
バ
ー
・
プ
ロ
グ
ラ

ム
」
の
「
ア
ド
プ
ト
（adopt

）
」
と

は
、
「
養
子
に
す
る
」
と
い
う
意
味

で
す
。

河
川
を
「
養
子
」
、
参
加
さ
れ
る

団
体
を
「
里
親
」
に
見
立
て
た
こ
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
河
川
管
理
者
（
各

土
木
事
務
所
な
ど
）
、
参
加
さ
れ
る

地
域
の
団
体
、
お
よ
び
地
元
市
町
村

の
三
者
で
、
参
加
団
体
の
美
化
活
動

の
内
容
や
、
河
川
管
理
者
・
市
町
村

の
協
力
、
分
担
内
容
な
ど
を
さ
だ
め

て
協
定
を
結
ぶ
も
の
で
す
。
こ
れ
ま

で
行
政
（
実
親
）
が
一
切
を
管
理
す

る
の
が
当
然
と
考
え
ら
れ
て
き
た
道

路
や
川
を
、
地
域
の
皆
さ
ん（
養
親
）

に
「
養
子
」
と
し
て
か
わ
い
が
っ
て

も
ら
お
う
と
い
う
こ
と
か
ら
「
ア
ド

プ
ト
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
大
阪
府
で
は
、
こ
の
「
ア
ド
プ
ト

・
リ
バ
ー
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
、
平

成
十
三
年
か
ら
、
地
元
市
の
協
力
の

も
と
、
ス
タ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。

正
式
な
認
証
内
容
は
以
下
の
通
り
で
す
。

　（
認
定
標
は
制
作
中
と
の
こ
と
で
す
）

〈
大
阪
ア
ド
プ
ト
・
リ
バ
ー
・
鉾
流
〉

団
　
体
　
大
阪
天
満
宮

河
川
名
　
一
級
河
川
堂
島
川

所
　
在
　
大
阪
市
北
区
西
天
満
一
丁
地
先

　
　
　
　
堂
島
川
（
右
岸
）
鉾
流
橋
か
ら

　
　
　
　
上
流
約
30
ｍ
の
区
間

範
　
囲
　
堤
防
敷
、
高
水
敷
、
堤
内
地

＊
そ
の
後
の
活
動

十
月
二
十
四
日
　
　
第
二
回
清
掃

十
一
月
一
日
　
　
　
第
三
回
清
掃

十
一
月
二
十
五
日
　
第
四
回
清
掃
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天
神
さ
ま
が
、
梅
を
愛
で
ら
れ
た
こ
と

は
「
東
風
吹
か
ば
」
の
歌
と
と
も
に
よ
く

知
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
当
宮
の
「
梅
」
に
ち
な
ん
だ

新
春
の
風
物
詩
を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

正
月
二
十
五
日
の
「
梅
花
祭
・
初
天
神
」

と
、
二
月
十
一
日
か
ら
一
ヵ
月
開
催
す
る

「
て
ん
ま
天
神
梅
ま
つ
り
」
で
す
。

梅
花
祭
・
初
天
神

正
月
二
十
四
・
二
十
五
日

当
宮
で
は
毎
月
二
十
五
日
に
は
月
次
祭

を
斎
行
し
て
い
ま
す
。
御
祭
神
・
菅
原
道

真
公
が
太
宰
府
に
お
遷
り
に
な
っ
た
の
が

昌
泰
四
年
（
九
〇
一
）
正
月
の
二
十
五
日
、

お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
の
が
延
喜
三
年

（
九
〇
三
）
二
月
二
十
五
日
、
御
誕
生
日

も
承
和
十
二
年
（
八
四
五
）
六
月
二
十
五

日
と
伝
え
ら
れ
、
御
生
涯
の
節
目
と
な
っ

た
二
十
五
日
を
天
神
さ
ま
の
祭
日
と
し
て

い
る
か
ら
で
す
。

な
か
で
も
、
正
月
二
十
五
日
の
「
梅
花

祭
」
に
は
、
お
供
え
物
に
梅
の
枝
を
さ
し

そ
え
て
御
神
霊
を
お
慰
め
す
る
大
切
な
祭

儀
が
斎
行
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
一
般
に

は
一
年
最
初
の
二
十
五
日
で
あ
る
こ
と
か

ら「
初
天
神
」と
し
て
、
参
拝
者
さ
れ
る
方

が
多
い
よ
う
で
す
。

そ
こ
で
、
毎
年
二
十
四
日
・
二
十
五
日

の
両
日
に
は
「
本
殿
通
り
抜
け
参
拝
」
や
、

プ
ロ
野
球
選
手
等
に
よ
る
「
福
玉
ま
き
」
、

そ
し
て
参
拝
の
皆
さ
ん
に
参
加
い
た
だ
く

「
鷽
替
神
事
」が
行
わ
れ
ま
す
。

鷽
替
神
事
の
由
来

「
鷽
替
神
事
」
と
は
、
古

く
か
ら
、
天
神
さ
ま
は
学
問

の
神
様
で
あ
る
と
と
も
に
、

無
実
の
罪
を
す
す
ぐ
「
雪
冤

の
神
様
」「
正
直
の
神
様
」
と

し
て
も
信
じ
ら
れ
た
こ
と
か

ら
、
初
天
神
の
日
に
天
神
様

の
前
で
、
過
去
一
年
間
に
つ

い
た
嘘
を
鷽
鳥
に
託
し
て
、

罪
滅
ぼ
し
を
祈
願
す
る
も

の
で
す
。
鷽
鳥
が
天
神
様

の
愛
木
で
あ
る
梅
に
縁
深

い
鳥
で
あ
る
こ
と
に
加
え

て
、
そ
の
名
が
「
嘘
」
に

通
じ
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ

た
行
事
の
よ
う
で
す
。
ま

た
菅
公
が
蜂
に
襲
わ
れ
た

と
き
鷽
の
大
群
が
助
け
た
か
ら
と
い
う
伝

説
も
あ
り
ま
す
。

　
当
日
は
境
内
に
集
ま
っ
た
参
詣
者
が
神

職
の
打
つ
拝
殿
の
大
太
鼓
に
合
わ
せ
て
、

　
替
え
ま
し
ょ
う
　
替
え
ま
し
ょ
う

　
　
嘘
を
真
に
替
え
ま
し
ょ
う

と
声
を
交
わ
し
な
が
ら
、
授
か
っ
た
「
鷽

鳥
御
守
」
を
お
互
い
に
交
換
し
、
嘘
の
罪

滅
ぼ
し
を
天
神
様
に
お
願
い
し
ま
す
。
最

後
に
手
元
に
残
っ
た
御
守
袋
に
、
金
製
あ

る
い
は
銀
製
の
「
鷽
鳥
」
と
の
引
換
券
が

入
っ
て
い
た
参
詣
者
は
、
そ
の
一
年
の
幸

運
に
恵
ま
れ
る
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。

第
三
回
　
て
ん
ま
天
神
梅
ま
つ
り

二
月
十
一
日
〜
三
月
十
二
日

ご
好
評
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
「
て
ん
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大
阪
天
満
宮
献
詠
　
風
月
社

平
成
十
七
年
下
半
期
秀
歌

ま
天
神
梅
ま
つ
り
」
は
、
今
年
も
二
月
十

一
日
（
土
）
か
ら
三
月
十
二
日
（
日
）
ま

で
の
一
ヵ
月
に
わ
た
っ
て
開
催
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

一
昨
年
に
始
ま
っ
た
「
梅
ま
つ
り
」
も

今
年
で
第
三
回
を
数
え
ま
す
が
、
職
員
で

構
成
す
る
委
員
会
で
は
、
侃
々
諤
々
の
議

論
を
積
み
重
ね
て
、
皆
様
に
喜
ん
で
い
た

月
山
の
頂
上
近
し
並
び
立
つ

　
ケ
ル
ン
に
わ
れ
も
石
一
つ
積
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
關
俊
一

　峰
高
き
空
に
向
ひ
て
さ
は
や
け
く

　
か
へ
す
谺
も
夏
ふ
か
み
ゆ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
野
秀
子

　六
根
清
淨
と
な
ふ
る
白
き
一
團
の

　
め
ざ
す
御
嶽
神
ゐ
ま
す
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
友
岡
美
佐
子

　や
は
ら
か
き
靴
を
は
か
せ
し
親
心

　
お
そ
る
お
そ
る
も
歩
む
幼
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
森
本
美
也
子

　人
の
世
は
疎
ま
し
け
れ
ど
い
と
ほ
し
く

　
拙
き
わ
れ
の
栖
家
な
り
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
村
曉
二

誰
が
撞
く
山
辺
の
里
に
響
く
鐘

　
心
の
底
の
邪
念
を
責
む
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
村
龍
太
郎

　小
海
線
車
窓
に
赤
岳
富
士
を
愛
で

　
終
着
駅
に
甲
斐
駒
そ
び
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
永
田
民
子

　河
童
橋
間
近
に
せ
ま
る
前
穂
高

　
山
ひ
だ
の
雪
す
が
し
き
ら
め
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
太
田
た
か
子

　生
駒
山
ゆ
風
邪
に
乗
り
來
る
う
ぐ
ひ
す
の

　
明
る
き
聲
に
一
日
始
ま
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宝
藏
寺
京
子

　天
然
の
冷
房
効
け
る
龍
泉
堂

し 

じ 

ま

う
み

　
靜
寂
の
中
に
碧
水
の
湖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
嶺
利
子

　父
の
靴
は
く
幼
な
子
は
得
意
顔

　
お
舟
お
舟
と
よ
ろ
こ
び
歩
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岩
城
富
子

　魔
法
な
る
履
け
ば
歩
め
る
靴
ひ
と
つ

　
ほ
し
く
思
へ
り
足
萎
え
母
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
敬
子

　月
夜
見
の
光
に
來
ま
せ
沓
の
鈴

　
鳴
ら
し
て
舞
へ
る
乙
女
見
る
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
牛
田
眞
理
子

　富
士
登
山
競
ひ
て
進
み
し
子
供
ら
は

　
日
本
一
の
御
來
光
待
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
塩
小
路
光
孚

掌
の
ひ
ら
に
拾
ひ
集
め
し
榧
の
實
は

　
信
貴
山
詣
の
夏
の
想
ひ
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
塩
小
路
淳
子

　枕
蚊
帳
に
晝
寢
さ
せ
む
と
團
扇
も
て

　
扇
け
ば
寢
付
く
冷
房
な
き
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
江
千
鶴

　冷
房
で
冷
え
し
右
肩
庇
ふ
日
々

　
夕
立
降
り
て
涼
風
待
た
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
　
央
子

　ふ
る
さ
と
の
山
懷
に
眠
り
ま
す

　
父
母
に
詣
で
つ
う
か
ら
連
れ
だ
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
山
里
江

　標
高
は
二
千
に
近
き
山
の
尾
根

　
蝶
の
如
く
に
黄
連
花
し
よ
う
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
本
さ
と
る

　短
歌
て
ふ
頂
上
見
え
ぬ
山
道
を

　
た
だ
黙
々
と
今
日
も
歩
め
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
脇
か
つ

　廢
屋
の
さ
だ
め
と
な
り
て
そ
の
日
待
つ

　
家
に
の
こ
れ
る
亡
き
母
の
靴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
畑
下
晴
代

　思
ひ
草
集
め
て
足
ら
ず
取
り
出
だ
す

　
母
が
形
見
の
南
蛮
煙
管

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
廣
　
宗
石

　昨
日
夜
叉
今
日
は
佛
の
心
も
つ

　
は
づ
か
し
な
が
ら
我
も
人
の
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
淺
井
與
四
郎

だ
け
る
よ
う
様
々
な
企
画
を
練
っ
て
ま
い

り
ま
し
た
。

今
年
も
、国
の
登
録
文
化
財
で
あ
る「
参

集
殿
」
に
お
い
て
、
樹
齢
二
百
年
を
超
え

る
古
梅
の
「
盆
梅
展
」
を
開
催
し
、
併
せ

て
、
当
宮
所
蔵
の
「
天
神
画
像
」
や
、
大

阪
府
指
定
文
化
財
「
御
迎
人
形
」
、
梅
の

絵
柄
の
「
引
札
」
な
ど
も
展
示
致
し
ま
す
。

　
ま
た
、
期
間
中
に
は
、
「
神
楽
奉
納
」

「
神
話
朗
読
」
「
神
道
講
談
」
「
オ
ー
プ

ン
カ
フ
ェ
」
「
土
産
物
店
」
「
骨
董
市
」

「
古
本
市
」
「
陶
器
市
」
「
ガ
ラ
ス
市
」

な
ど
を
境
内
各
所
で
繰
り
広
げ
、ま
た「
水

墨
画
」
「
和
裁
・
挿
絵
」
な
ど
の
教
室
も

企
画
し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
好
評
の
巫

女
手
作
り
の
「
梅
の
木
餅
」
や
「
振
る
舞
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○
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○
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○

○

○

○

○
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○

○

○

○

い
餅
」
も
ご
用
意
し
て
い
ま
す
。

一
昨
年
・
昨
年
は
、
様
子
も
分
か
ら
ず
、

ご
迷
惑
を
多
々
お
か
け
し
た
こ
と
と
思
い

ま
す
が
、
今
年
で
三
回
目
と
も
な
る
と
、

「
な
に
ぶ
ん
慣
れ
な
い
も
の
で
…
」
と
は

言
い
訳
で
き
な
い
と
、
職
員
一
同
、
気
を

入
れ
て
準
備
の
た
め
の
会
議
を
重
ね
て
い

ま
す
。
ど
う
ぞ
お
楽
し
み
に
。
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上
方
落
語
協
会
の
悲
願
で

あ
っ
た
落
語
定
席
「
天
満
天

神
繁
昌
亭
」
の
安
全
祈
願
祭

が
、
去
る
一
二
月
一
日
、
境

内
北
側
の
建
設
予
定
地
で
斎

行
さ
れ
ま
し
た
。
落
語
専
門

の
小
屋
を
つ
く
り
、
協
会
の

若
手
・
中
堅
を
育
て
て
、
上

方
落
語
の
一
層
の
発
展
を
図

り
た
い
と
い
う
、
上
方
落
語

協
会
会
長
・
桂
三
枝
さ
ん
の

夢
が
ま
た
一
歩
実
現
に
近
づ

い
た
の
で
す
。

同
日
午
前
十
時
三
十
分
、

桂
三
枝
会
長
を
は
じ
め
、
桂

福
団
治
・
月
亭
八
方
ら
の
落

語
家
さ
ん
や
、
浪
曲
の
京
山

幸
枝
若
さ
ん
ら
芸
界
か
ら
六

〇
名
、
地
元
か
ら
は
一
〇
〇

名
が
参
列
す
る
な
か
、
本
殿

に
お
い
て「
安
全
祈
願
祭
」が

斎
行
さ
れ
、
続
い
て
本
殿
北

側
の
建
設
予
定
地
に
移
っ
て

「
清
祓
、
地
鎮
行
事
」
を
執

り
行
い
、
工
事
の
無
事
を
祈

願
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
天
満
宮
会
館
・

孔
雀
の
間
で
行
わ
れ
た
「
直

会
」
で
は
、
初
め
に
地
車
講

の
皆
さ
ん
に
よ
る
「
地
車
囃

子
」
で
天
神
さ
ん
に
で
き
る
落
語
小
屋
を

祝
い
ま
し
た
。

安全祈願祭

次
い
で
、
桂
三
枝
会
長
が
今

日
の
喜
び
を
話
さ
れ
ま
し
た
。

「
繁
昌
亭
は
、
先
輩
落
語
家

の
夢
で
し
た
。
落
語
と
い

う
素
晴
ら
し
い
話
芸
の
伝

統
を
守
る
た
め
、
関
西
に

一
軒
も
な
く
な
っ
て
い
た

落
語
定
席
が
、
こ
う
し
て

復
活
で
き
る
こ
と
は
嬉
し

く
て
な
り
ま
せ
ん
。」

　
ま
た
、
寺
井
種
伯
宮
司
は
、

挨
拶
の
中
で
、
次
の
よ
う
な
提

案
を
さ
れ
ま
し
た
。

「
平
成
十
六
年
の
一
月
に
、

上
方
落
語
協
会
の
桂
三
枝

会
長
が
、
天
神
橋
筋
商
店

連
合
会
の
土
井
年
樹
会
長

と
と
も
に
来
宮
さ
れ
、
落

語
定
席
建
設
の
協
力
を
求

め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
か

ら
、
ま
も
な
く
二
年
を
経

て
、
今
日
の
日
を
迎
え
た

こ
と
を
喜
ん
で
い
ま
す
。

し
か
し
、
建
物
の
建
築
に

目
途
が
つ
い
た
こ
と
に
ほ

っ
と
す
る
の
で
は
な
く
、

こ
れ
か
ら
は
繁
昌
亭
の
運

営
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
団
体

を
組
織
す
べ
き
だ
と
考
え
ま
す
。
」

続
い
て
出
席
者
の
歓
談
に
移
る
と
、
繁

鎮物之儀 建設予定地

芸人さん勢揃い　
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昌
亭
の
繁
昌
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
が
地

域
の
活
性
化
に
及
ぼ
す
効
果
に
つ
い
て
も

熱
く
語
ら
れ
て
い
た
の
が
印
象
的
で
し
た
。

　
明
治
後
期
に
は
、
七
軒
か
ら
八
軒
の
寄

席
が
営
業
し
て
い
た
当
宮
北
側
の
「
天
満

」
は
、
「
千
日
前
」
と
と
も
に
、
大
阪
の

寄
席
芸
の
中
心
地
で
し
た
。
繁
昌
亭
が
、

上
方
落
語
の
隆
盛
を
も
た
ら
す
と
と
も
に
、

か
つ
て
の
天
満
の
繁
栄
を
呼
び
戻
す
起
爆

（
心
理
描
写
）詩
人
の
心
は
愁
い
に
み
ち
み
ち

て
い
る
。

　
八
月
課
題「
海
濱
避
暑
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
瀬
風
　
長
岡
廣
明

河
口
潮
生
與
海
連
　
魚
飜
波
靜
月
如
弦

層
樓
倚
檻
涼
風
度
　
遠
望
漁
舟
水
接
天

（
訓
読
）河
口
潮
生
じ
て
海
と
連
ら
な
り

魚
飜
び
波
静
か
に
し
て
月
弦
の
如
し
　
層
楼

の
檻
に
倚
れ
ば
涼
風
渡
り
　
遠
望
す
れ
ば
漁

舟
　
水
天
に
接
す

（
語
釈
）河
口
＝
川
が
海
や
湖
に
流
れ
こ
む
と

こ
ろ
。
月
如
弦
＝
弓
張
り
月
の
よ
う
だ
。
檻

＝
欄
干
と
同
じ
平
仄
の
関
係
で
こ
の
字
と
な

る
。
度
＝
渡
る
と
お
な
じ（
風
が
わ
た
る
と

い
う
と
き
な
ど
に
使
う
）。

（
詩
意
）河
口
に
潮
が
満
ち
て
海
と
連
な
り
、

魚
が
飛
び
跳
ね
波
静
か
で
月
は
弓
張
り
月
の

よ
う
で
あ
る
。
海
浜
の
高
殿
の
手
摺
り
に
も

た
れ
て
い
る
と
涼
風
が
吹
き
渡
る
、
遙
か
に

み
わ
た
せ
ば
漁
舟
が
天
に
接
し
て
い
る
よ
う

だ
。

　
九
月
席
題
　
分
韻「
江
上
散
策

　
　
　
　
　
　
得
庚
　
豊
穂
　
米
田
一
男

江
邊
散
策
暮
雲
晴
　
坡
下
幽
叢
蟋
蟀
鳴

瞻
仰
笠
峰
明
鏡
耀
　
晁
卿
遺
詠
誘
吟
情

（
訓
読
）江
辺
散
策
　
暮
雲
晴
れ
　
坡
下
の
幽

叢
　
蟋
蟀
鳴
く
　
笠
峰
を
瞻
仰
す
れ
ば
明
鏡

耀
き
　
晁
卿
の
遺
詠
　
吟
情
を
誘
う

（
語
釈
）蟋
蟀
＝
こ
お
ろ
ぎ
。笠
峰
＝
三
笠
山
。

瞻
望
＝
仰
ぎ
見
る
。
晁
卿
＝
阿
倍
仲
麻
呂
の

中
国
名
。

（
詩
意
）川
縁
を
散
策
し
て
い
る
と
夕
暮
れ
の

雲
が
晴
れ
、
土
手
の
草
む
ら
で
は
虫
が
鳴
く

三
笠
の
山
を
仰
ぎ
見
る
と
満
月
が
か
が
や
い

て
い
る
。
阿
倍
仲
麻
呂
の
遺
詠
が
私
の
吟
情

を
誘
う
の
で
あ
る
。

　
十
一
月
席
題
　
分
韻「
古
都
深
秋
」　
　
　

　
　
　
　
　
　
得
陽
　
秋
鳳
　
樋
口
達
彦

歳
落
西
郊
未
印
霜
　
古
都
山
影
動
晨
光

荻
花
楓
葉
皆
秋
色
　
時
訪
求
詩
五
柳
莊

（
訓
読
）歳
落
ち
て
西
郊
　
未
だ
霜
を
印
せ
ず

古
都
の
山
影
　
晨
光
動
く
　
荻
花 

楓
葉
　

皆
秋
色
　
時
に
訪
ね
て
詩
を
求
め
ん
　
五
柳

莊（
語
釈
）歳
落
＝
年
が
草
木
の
落
ち
る
季
節
に

な
っ
た
こ
と
。
つ
ま
り
秋
。
李
白「
大
原
草

木
」に（
歳
落
衆
芳
歇
）。
五
柳
莊
＝
五
柳
先

生（
陶
淵
明
）の
庵
。

（
詩
意
）草
木
が
葉
を
落
と
す
秋
の
郊
外
は
ま

だ
霜
が
降
ら
な
い
、
古
都
の
山
影
は
朝
の
光

り
に
動
く
よ
う
だ
。
荻
の
花
も
楓
の
葉
も
す

べ
て
が
秋
の
彩
り
を
み
せ
て
い
る
、
と
き
に

五
柳
先
生
を
訪
ね
て
詩
を
求
め
て
み
た
い
も

の
だ
。

　
七
月
課
題「
雨
中
聞
鵑
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
鐵
枴
　
北
口
晶
將

暮
雨
瀟
瀟
猶
未
晴
　
杜
鵑
啼
過
夜
三
更

枕
頭
殘
燭
明
還
滅
　
愁
殺
騷
人
夢
後
情

（
訓
読
）暮
雨
瀟
瀟
と
し
て
猶
未
だ
晴
れ
ず

杜
鵑
啼
き
過
ぐ
　
夜
三
更
　
枕
頭
の
残
燭

　
明
ま
た
滅
　
愁
殺
す
騷
人
　
夢
後
の
情

（
語
釈
）杜
鵑
＝
ホ
ト
ト
ギ
ス
。
三
更
＝
真
夜

中
、
今
の
零
時
頃
。
残
燭
＝
油
の
少
な
く
な

っ
た
灯
火（
古
い
時
代
の
想
定
）。
騷
人
＝
詩

人
の
こ
と
。

（
詩
意
）暮
れ
方
の
雨
は
し
と
し
と
と
降
っ
て

晴
れ
て
こ
ず
、ホ
ト
ト
ギ
ス
が
啼
い
て
す
ぎ
、

目
が
覚
め
る
と
真
夜
中
に
な
っ
て
い
た
。
枕

ベ
の
灯
火
が
点
い
た
り
消
え
た
り
し
て
い
る
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123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456

123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456

雪
稜  

松
村
暁
二 

撰

浪
速
菅
廟
吟
社
詠
草

剤
と
な
る
こ
と
を
期
待
す
る
人
も
多
い
よ

う
で
す
。

な
お
、
「
繁
昌
亭
」
は
二
階
建
て
の
建

物
に
二
三
九
席
が
設
け
ら
れ
、
隣
接
す
る

三
階
建
て
の
事
務
棟
に
は
、
楽
屋
や
稽
古

場
な
ど
が
入
る
予
定
で
す
。
来
年
七
月
二

五
日
の
天
神
祭
に
合
わ
せ
て
プ
レ
・
オ
ー

プ
ン
し
、
八
月
中
旬
に
は
、
い
よ
い
よ
連

日
の
寄
席
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
ご
期
待

下
さ
い
。

寺井 種伯 宮司 桂  三枝 会長
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平
成
十
七
年
十
一
月
九
日（
水
）、
沖
縄

万
葉
友
の
会
の
皆
さ
ん
は
摂
津
・
和
泉
万

葉
楽
修
旅
行
の
途
次
、
沖
縄
県
立
博
物
館

に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
扁
額
「
徳
馨
」
の
故

郷
で
あ
る
当
宮
を
訪
ね
て
来
ら
れ
ま
し
た
。

　
「
徳
馨
」
の
額
は
天
保
十
四
年
（
一
八

四
三
）
に
琉
球
国
摂
政
尚
元
魯
（
浦
添
王

子
）
が
当
宮
へ
奉
納
し
た
も
の
で
す
。
浦

添
王
子
は
琉
球
国
正
使
と
し
て
江
戸
に
の

ぼ
り
、
十
二
代
将
軍
徳
川
家
慶
に
謁
見
し

ま
し
た
。

こ
の
浦
添
王
子
揮
毫
の
扁
額
は
、
本
殿

東
側
昇
殿
口
に
懸
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、

寺
井
種
茂
宮
司
が
沖
縄
を
訪
れ
た
際
、
戦

災
で
幾
多
の
貴
重
な
文
化
財
が
失
わ
れ
た

こ
と
を
憂
い
、
沖
縄
へ
贈
る
こ
と
を
決
断

し
、
昭
和
四
十
九
年
十
一
月
二
十
二
日
に

沖
縄
県
立
博
物
館
へ
の
寄
贈
式
典
が
本
殿

で
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、
「
徳

馨
」
の
額
は
当
宮
へ
奉
納
さ
れ
て
よ
り
百

三
十
一
年
目
に
沖
縄
へ
旅
立
っ
た
の
で
す
。

　
今
回
、
沖
縄
万
葉
友
の
会
の
方
々
に
説

明
し
た
の
は
、
糸
数
智
子
権
禰
宜
、
糸
数

昌
史
権
禰
宜
姉
弟
で
す
。
糸
数
家
は
沖
縄

那
覇
市
が
ふ
る
さ
と
で
、
し
ば
し
沖
縄
と

当
宮
の
不
思
議
な
縁
の
話
に
花
が
咲
き
ま

し
た
。（
社
報
「
て
ん
ま
て
ん
じ
ん
」
第
四

号
・
第
六
号
参
照
）

平
成
十
七
年
十
月
二
十
二
日（
土
）か
ら

十
二
月
四
日
ま
で
、
伊
丹
の
柿
衛
文
庫
に

お
い
て
、
特
別
展
覧
会
「
宗
因
か
ら
芭
蕉

へ
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
平
成
十
七
年

（
二
〇
〇
五
）は
、
西
山
宗
因
の
生
誕
四
百

年
に
当
た
っ
て
お
り
、（
財
）柿
衞
文
庫
と

八
代
市
立
博
物
館（
熊
本
県
八
代
市
・
平
成

十
八
年
四
月
開
催
予
定
）
と
（
財
）日
本
書

道
美
術
館（
東
京
都
板
橋
区
・
平
成
十
九
年

一
月
開
催
予
定
）
の
共
同
企
画
に
よ
り
開

催
さ
れ
た
も
の
で
す
。

こ
の
特
別
展

に
は
、
宗
因
遺

墨
の
優
品
が
新

出
資
料
や
初
公

開
資
料
を
含
め

て
展
観
さ
れ
、

宗
因
の
影
響
を

強
く
受
け
た
芭

蕉
の
名
品
も
合

わ
せ
て
鑑
賞
で

き
る
よ
う
に
展

示
さ
れ
て
い
ま

し
た
。

当
宮
か
ら
出

品
し
展
観
さ
れ

た
も
の
は
次
の
と
お
り
で
す
。

一  

宗
因
筆
『
昌
琢
発
句
帳
』

二  

宗
因
筆
『
宗
因
発
句
帳
』

三  

宗
因
筆
『
十
花
千
句
』

四  

宗
因
筆
『
桜
御
所
千
句
』

五  

宗
因
筆
『
風
庵
懐
旧
千
句
』

六  

宗
因
筆
『
豊
前
小
倉
千
句
』

七  

『
万
句
発
句
帳
』

八  

宗
珍
筆
『
什
物
目
録
』

九  

『
連
歌
書
籍
目
録
』

十  

宗
春
筆
『
正
方
・
宗
因
両
吟
千
句
』

十
一
　
渡
唐
天
神
図

十
二
　
連
歌
所
懸
額

十
三
　
大
阪
天
満
宮
境
内
図

大
阪
天
満
宮
「
連
歌
所
懸
額
」
と
「
境
内
図
」

西山宗因筆『宗因発句帳』

本殿東側昇殿口に懸けられていた
琉球国浦添王子奉納の
扁額「徳 馨」

沖縄の皆さんに説明する
糸数智子権禰宜と糸数昌史権禰宜
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「
天
神
祭
」
や
「
て
ん
ま
天
神
梅
ま
つ

り
」
な
ど
、
当
宮
年
中
行
事
に
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
・
ガ
イ
ド
と
し
て
御
奉
仕
い
た
だ
い

て
い
る
「
天
満
天
神
御
伽
衆
」
の
第
三
期

生
が
、
去
る
十
月
九
日
に
任
命
さ
れ
ま
し

た
。第

三
期
の
御
伽
衆
を
養
成
す
る
た
め
の

「
天
満
天
神
御
伽
塾
」
は
、
四
月
か
ら
六

月
に
か
け
て
計
一
〇
講
座
が
開
講
さ
れ
、

約
三
〇
名
の
受
講
生
は
、
「
菅
原
道
真
公

の
御
生
涯
」
「
天
神
信
仰
の
変
遷
」
「
大

阪
天
満
宮
の
歴
史
」
「
天
神
祭
の
歴
史
」

な
ど
に
つ
い
て
学
び
ま
し
た
。
そ
の
後
、

天
神
祭
で
の
実
習
を
経
て
、
最
終
的
に
は

計
六
名
が
任
命
さ
れ
た
も
の
で
す
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
第
一
・
二
期
生
と
合

わ
せ
て
御
伽
衆
は
、二
十
六
名
と
な
り
ま

し
た
。
平
成
十
三
年
か
ら
活
動
を
始
め
ま

し
た
か
ら
、
す
で
に
五
年
を
経
過
し
ま
し

た
。
お
陰
さ
ま
で
、
天
神
祭
当
日
に
は
、

渡
御
船
で
の
解
説
だ
け
で
は
な
く
、
各
種

の
催
し
物
や
マ
ス
コ
ミ
取
材
に
引
っ
張
り

だ
こ
の
嬉
し
い
悲
鳴
を
あ
げ
て
い
ま
す
。

第
三
期
生
は
、
本
年
の
「
て
ん
ま
天
神

梅
ま
つ
り
」
で
デ
ビ
ュ
ー
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

三
重
県
伊
賀
市（
旧
、
青
山
町
）の
当
宮

「
神
饌
田
」
を
お
世
話
い
た
だ
く
耕
作
長

が
、
こ
れ
ま
で
の
岡
本
正
直
様
に
代
わ
り
、

西
山
孝
司
様
が
就
任
さ
れ
ま
し
た
（
五
月

一
二
日
付
）
。

神
饌
田
で
は
、
毎
年
五
月
に
宮
司
以
下

神
職
・
巫
女
に
よ
る
「
御
田
植
祭
」
を
執

り
行
い
、
そ
の
収
穫
米
は
、
秋
の
新
嘗
祭

に
奉
納
さ
れ
、
朝
御
饌
・
夕
御
饌
に
お
供

え
し
、
ま
た
当
宮
で
初
宮
詣
さ
れ
た
お
子

様
の
満
一
歳
の
誕
生
日
に
、「
大
阪
天
満
宮

御
撤
米
」
と
し
て
お
贈
り
し
て
い
ま
す
。

帰
　
　
　
　
　
幽

　
石  

船
　
健  

様

　
　
平
成
一
七
年
一
一
月
五
日

　
　
享
年
七
十
七
歳

　
平
成
六
年
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・

ブ
リ
ス
ベ
ン
で
行
わ
れ
た
天
神
祭
を

記
念
し
て
、
ブ
リ
ス
ベ
ン
河
畔
・
サ

ウ
ス
バ
ン
ク
公
園
に
「
日
豪
親
善
の

碑
」
を
建
碑
さ
れ
る
な
ど
、
当
宮
の

熱
心
な
崇
敬
者
と
し
て
ご
尽
力
い
た

だ
き
ま
し
た
。

第
二
〇
回
　
天
満
天
神
研
究
会

去
る
十
二
月
十
一
日
、
当
宮
文
華
館
三

階
で
第
二
〇
回
「
天
満
天
神
研
究
会
」
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
同
会
は
、
大
阪
近
辺
の

大
学
教
員
や
美
術
館
・
博
物
館
の
学
芸
員

な
ど
に
よ
る
天
神
信
仰
の
研
究
会
と
し
て

平
成
一
〇
年
に
始
ま
り
ま
し
た
が
、
第
一

五
回
か
ら
は
「
太
子
信
仰
と
天
神
信
仰
の

比
較
史
的
研
究
会
」
と
の
合
同
開
催
と
な

っ
て
い
ま
す
。

今
回
は
大
阪
大
学
大
学
院
の
藤
田
穣
助

教
授
が
「
聖
徳
太
子
像
の
成
立
―
彫
刻
史

の
視
点
か
ら
―
」
に
つ
い
て
発
表
、
そ
の

後
、
境
内
に
出
て
、
当
宮
文
化
研
究
所
の

高
島
研
究
員
が
、
境
内
を
巡
り
な
が
ら
、

成
立
期
天
神
信
仰
の
痕
跡
に
つ
い
て
解
説

し
ま
し
た
。

ジ
ェ
シ
ー
・
マ
ッ
カ
ー
ト
ニ
ー
来
宮

ア
メ
リ
カ
の
人
気
ヴ
ォ
ー
カ
リ
ス
ト
、

ジ
ェ
シ
ー
・
マ
ッ
カ
ー
ト
ニ
ー
が
ヒ
ッ
ト

祈
願
の
た
め
に
来
宮
し
、
本
殿
で
評
判
の

歌
声
を
披
露
し
ま
し
た
。

ジ
ェ
シ
ー
は
、
一
〇
月
二
日
〜
八
日
の

初
来
日
に
先
だ
っ
て
、
九
月
二
八
日
に
来

日
記
念
Ｃ
Ｄ
『
ビ
ュ
ー
テ
ィ
フ
ル
・
ソ
ウ

ル
＋
ア
ッ
プ
・
ク
ロ
ー
ズ
』
を
リ
リ
ー
ス

し
て
い
ま
す
。
そ

こ
で
、
去
る
一
〇

月
四
日
、
こ
の
二

枚
組
Ｃ
Ｄ
の
ヒ
ッ

ト
を
祈
願
す
る
た

め
当
宮
に
参
拝
し

た
も
の
で
す
。
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