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〉「
皇
大
神
宮
別
宮
風
日
祈
宮
御
神
宝
　
御お

ん

楯た
て

　
壱
枚
」〈
図
3
〉「
豊
受
大
神
宮
別
宮
風か

ぜ
の

宮み
や

御
神
宝
　
御お

ん

胡や
な

籙ぐ
い

　
壱
合
」〈
図
4
〉
の
四
点

の
御
神
宝
が
下
附
さ
れ
ま
し
た
。

「
皇
太
神
宮
儀
式
帳
」
に
よ
れ
ば
、
御
正
殿

に
「
天
照
坐
皇
太
神
」
の
同お

な
じ
み
あ
ら
か
に
ま
す
か
み

殿
坐
神
二
柱
と
し

て
「
左
方
」
に
「
天
手
力
男
神
」
が
奉
斎
さ
れ
、

そ
の
象
徴
と
し
て
「
御み

形か
た

弓ゆ
み

に
坐ま

し
ま

す
」
と
記
さ

れ
て
お
り
ま
す
。
御
本
社
で
あ
る
奥
社
に
「
天

手
力
雄
命
」
を
お
祀
り
す
る
当
神
社
に
と
り
ま

し
て
、「
梓
御
弓
」
を
ご
下
付
賜
り
ま
し
た
こ

と
は
、
真
に
有
り
難
く
意
義
深
い
こ
と
と
存
じ

上
げ
ま
す
。

こ
れ
ら
御
神
宝
は
本
年
十
月
よ
り
、
当
神
社

宝
物
館
（
中
社
）
に
て
展
示
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

多
く
の
皆
さ
ま
が
ご
拝
観
に
な
り
神
宮
に
思

い
を
馳
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
は
も
と
よ
り
、
古

よ
り
伝
わ
る
日
本
の
伝
統
技
術
の
粋
を
じ
か
に

ご
覧
頂
く
好
機
と
な
り
ま
す
よ
う
お
待
ち
申
し

上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
隠
神
社

�

宮
司
　
水
野
邦
樹

こ
の
こ
と
か
ら
も
、
式
年
遷
宮
は
、
決
し
て

ご
社
殿
の
老
朽
化
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
常

若
の
顕
現
で
あ
る
こ
と
が
ご
理
解
い
た
だ
け
る

こ
と
と
存
じ
ま
す
。

今
回
の
御
遷
宮
で
は
、
木
曽
の
檜
と
合
わ
せ

て
宮
域
林
（
神
宮
林
）
の
檜
も
約
七
百
年
ぶ
り

に
一
部
使
用
さ
れ
た
由
、
御
遷
宮
の
将
来
に
向

け
、
御
用
材
の
調
達
に
つ
い
て
綿
密
な
計
画
の

下
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
拝
察
し
お
慶
び
申

し
上
げ
ま
す
。

旧
御
社
殿
は
取
り
壊
さ
れ
姿
、
形
を
変
え
て

ま
た
新
た
な
役
割
を
果
た
し
ま
す
。
例
え
ば
、

御
正
宮
（
内
宮
御
本
殿
）
の
両
脇
の
棟
持
ち
柱

は
五
十
鈴
川
に
か
か
る
宇
治
橋
前
の
鳥
居
に
姿

を
替
え
、二
十
年
後
に
は
三
重
県
亀
山
市
の「
関

の
追
分
」
と
桑
名
市
の
「
七
里
の
渡
」
に
立
つ

伊
勢
国
へ
の
入
り
口
の
鳥
居
と
し
て
さ
ら
に

二
十
年
間
参
拝
者
を
お
迎
え
し
ま
す
。

ま
た
、
御
社
殿
に
用
い
ら
れ
た
古
材
は
、
内

宮
・
外
宮
の
摂
社
・
末
社
の
修
繕
・
造
り
替
え

の
御
用
材
と
な
る
ほ
か
、
全
国
の
神
社
に
「
撤

下
古
材
」
と
し
て
無
償
で
提
供
さ
れ
て
お
り
ま

す
。皆

さ
ま
も
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
神
宮
と

御
縁
の
あ
る
神
社
に
お
参
り
さ
れ
て
い
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

御
遷
宮
の
際
に
御
装
束
、
御
神
宝
も
全
て
作

り
替
え
と
な
り
、
旧
宮
の
御
神
宝
等
は
全
国
の

神
社
に
「
撤
下
」
さ
れ
ま
す
。
撤
下
に
当
た
っ

て
は
、
神
宮
の
御
祭
神
と
特
別
の
縁
故
の
あ
る

御
祭
神
を
奉
斎
す
る
神
社
で
、
御
神
宝
の
展
示

施
設
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
条
件
と
な

り
ま
す
。

戸
隠
神
社
は
天あ

め
の

手た

力ぢ
か
ら

雄お
の

命み
こ
と

は
じ
め
天
の
岩
戸

開
き
に
功
労
の
あ
っ
た
神
々
を
お
祀
り
す
る
ご

縁
で
、
こ
の
度
の
撤
下
に
当
た
り
申
請
を
致
し

ま
し
た
と
こ
ろ
、「
皇
大
神
宮
御
神
宝
　
梓あ

ず
さ
の

御お
ん

弓ゆ
み

　
壱
張
」〈
図
1
〉「
皇
大
神
宮
別
宮
　
風か

ざ

日ひ
の

祈み
の

宮み
や

御
神
宝
　
銅ど

う

黒ぐ
ろ

造づ
く
り
の

御お
ん

太た

刀ち

　
壱
柄
」〈
図

平
成
二
十
五
年
秋
、
伊
勢
神
宮
で
は
第

六
十
二
回
神
宮
式
年
遷
宮
が
執
り
行
わ
れ
ま
し

た
。式

年
（
一
定
の
決
め
ら
れ
た
期
間
の
意
味
）

遷
宮
と
は
、
二
十
年
に
一
度
、
御
社
殿
、
御お

ん

装し
ょ
う

束ぞ
く

神し
ん

宝ぽ
う

の
す
べ
て
を
新
し
く
作
り
替
え
、
大
御

神
様
に
新
宮
に
お
遷
り
い
た
だ
く
、
国
内
最
大

の
お
祭
り
で
す
。

式
年
遷
宮
を
行
う
意
義
は
「
皇
太
神
宮
儀
式

帳
」
に
「
常
に
廿
箇
年
を
限
り
て
、
一
度
新
宮

に
遷
し
奉
る
」
と
あ
り
、
建
築
や
御
装
束
神
宝

等
調
製
の
高
い
技
術
を
次
代
に
伝
え
、
私
た
ち

が
い
つ
で
も
変
わ
ら
な
い
御
姿
を
望
む
こ
と
が

で
き
る
、
正
に
「
常
若
（
と
こ
わ
か
）」
の
精

神
を
顕
現
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

新
宮
に
御ぎ

ょ

（
御
神
体
）
を
お
遷
し
た
後
の
御

社
殿
は
空
殿
と
な
り
、
お
取
り
壊
し
を
行
う
こ

と
と
な
り
ま
す
が
、
わ
が
国
に
は
千
年
以
上
の

歴
史
を
持
つ
木
造
建
築
物
が
現
存
し
て
お
り
、

建
築
学
的
に
も
御
用
材
の
耐
久
年
数
は
ま
だ
ま

だ
十
分
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

御楯 後列左
図3図4



　
上
桐
村
に
は
川
が
な
く
、
上
桐
村
に
三
ヶ
所
、
黒

坂
村
に
一
ヶ
所
あ
る
溜
池
に
頼
る
他
な
く
、
用
水
に

苦
労
し
ま
し
た
。
更
に
保
水
力
の
あ
る
山
も
な
く
、

日
照
り
が
続
く
と
干ひ

損そ
ん

に
悩
ま
さ
れ
、
こ
の
三
村
で

は
例
年
の
よ
う
に
戸
隠
山
ま
で
御
神
水
を
拝
借
4

4

に
出

掛
け
て
い
ま
し
た
。

　
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
七
月
七
日
、
代
表
と
し

て
久
蔵
と
伝
兵
衛
を
戸
隠
へ
遣
わ
し
ま
し
た
。
図
２

の
「
信
州
戸
隠
山
　
御
神
水
拝
借
諸
入
用
取
調
帳
」

に
よ
れ
ば
、
先
ず
「
御
神
水
御
樽
壱
ツ
拵
料
」
と
し

て
御
神
水
を
入
れ
る
樽
一
つ
を
新
調
し
て
い
ま
す
。

（
参
考
資
料
：
図
１
）
代
金
は
、
銭
七
十
文
（
現
在

の
約
八
百
四
十
円
）。

　
二
人
は
、
九
頭
龍
大
神
を
祀
る
奥
院
（
現
在
の
奥

社
）
の
「
観
法
院
様
」（
現
在
、
宿
坊
神
原
）
に
一

泊
。
戸
隠
山
の
御
神
水
を
拝
借
す
る
に
あ
た
り
、
次

の
も
の
を
差
し
上
げ
ま
し
た
。（
図
3
）

　
一
　
金
壱
分
　
御
神
水
拝
借
御
礼

　
一
　
同
三
分
　
御
祈
祷
料

　
一
　
同
壱
分
　
御
供
米
料

　
一
　
同
壱
分
　
志

　
金
一
分
は
現
在
の
約
二
万
円
弱
で
す
。

　
村
を
出
発
し
て
か
ら
四
日
後
、「
御
神
水
七
月

十
一
日
御
着
」、
御
神
水
が
村
に
到
着
し
ま
し
た
。

　
御
神
水
は
、
こ
の
地
域
の
明
神
様
で
あ
る
桐
原
石

部
神
社
に
「
御
逗
留
」。
蝋ろ
う

燭そ
く

が
灯
さ
れ
、
お
酒
や

お
菓
子
が
供
え
ら
れ
、
前
年
か
ら
大
切
に
保
存
し
た

も
の
で
し
ょ
う
か
「
新
白
米
」
が
御
膳
に
捧
げ
ら
れ

ま
し
た
。
奥
院
で
御
祈
祷
を
受
け
た
霊
水
が
、
九
頭
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戸
隠
の
地
主
の
神
で
、
す
べ
て
の
命
の
源
で
あ
る

水
を
司
る
九く

頭ず

龍り
ゅ
う

大の
お
お

神か
み

は
、
雨
乞
い
の
神
、
五
穀
豊

熟
の
神
、
虫
歯
の
神
、
縁
結
び
の
神
と
し
て
信
仰
を

集
め
て
き
ま
し
た
。
今
回
は
、
九
頭
龍
大
神
に
係
る

信
仰
に
注
目
し
ま
す
。

　
越
後
国
三さ
ん

島と
う

郡
上か
み

桐ぎ
り

村
・
門か
ど

新し
ん

村
・
黒
坂
村
（
旧

新
潟
県
和
島
村
。
合
併
に
よ
り
現
在
、
新
潟
県
長
岡

市
）
が
共
同
で
戸
隠
の
御
神
水
を
拝
借
し
た
記
録
を

ご
紹
介
し
ま
す
。

龍
さ
ま
と
同
体
と
な
っ
た
の
で
す
。
桐
原
石
部
神
社

に
詰
め
て
い
た
村
人
た
ち
は
、
振
舞
わ
れ
た
酒
を
戴

き
つ
つ
降
雨
を
祈
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
雨
乞
い
祈
願
の
風
習
と
し
て
は
、
戸
隠
山
と
黒
姫

山
の
中
間
に
あ
る
種
池
の
水
を
持
ち
帰
り
田
畑
や
池

に
注
ぐ
も
の
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
地

域
で
は
御
神
水
を
撒
く
と
い
う
記
録
は
見
ら
れ
ま
せ

ん
。
特
筆
す
べ
き
は
、
水
を
拝
借
し
た
の
で
す
か

ら
、
そ
れ
を
お
返
し
し
た
こ
と
で
す
。
同
じ
年
の

十
一
月
に
、
御
神
水
は
戸
隠
へ
返
上
さ
れ
ま
し
た
。

使
者
は
、
拝
借
の
際
の
伝
兵
衛
の
ほ
か
に
茂
右
衛
門

で
す
。
や
は
り
観
法
院
に
一
泊
し
、
拝
借
時
と
合
計

し
た
御
賄
料
、
金
二
分
（
現
在
の
お
よ
そ
四
万
円
）

が
支
払
わ
れ
ま
し
た
。

　
御
神
水
の
拝
借
と
返
上
に
か
か
っ
た
費
用
の
総
額

は
二
両
二
朱
あ
ま
り
（
現
在
の
約
十
六
万
～
二
十
万

円
に
相
当
）。
御
神
水
を
入
れ
る
樽
の
代
金
、
御
神

水
拝
借
御
礼
・
御
祈
祷
料
・
御
供
米
料
・
志
、
御
神

戸
隠
去
来
抄

第
五
回

市
井
の
人
々
の
戸
隠
去
来
抄

九
頭
龍
さ
ま
に
水
を

拝
借
す
る

図1 水桶（戸隠神社蔵）

図2
「信州戸隠山 御神水拝借諸入用取調帳」

（個人蔵）
図3 �「信州戸隠山 御神水拝借諸入用取調帳」部分
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林
部
良
子

水
へ
の
お
供
え
物
な
ど
の
他
に
、
使
者
の
往
復
の
旅

費
や
小
遣
い
な
ど
も
含
ま
れ
ま
す
。

　
時
代
が
下
っ
て
も
、
戸
隠
へ
の
雨
乞
い
は
続
き
ま

し
た
。
明
治
期
に
は
連
年
の
ご
神
水
の
拝
借
に
加
え

〈
竜
が
雲
を
呼
ぶ
と
い
う
の
で
、
木
で
作
っ
た
「
竜

の
頭
」
に
わ
ら
で
編
ん
だ
胴
体
を
つ
け
、
椿
の
葉
を

コ
ケ
ラ
に
見
立
て
て
突
き
刺
し
、
そ
れ
を
頭
上
に
掲か
か

げ
て
、
田
圃
の
回
り
を
回
っ
た
〉
と
い
う
古
老
の
話

も
残
さ
れ
て
い
て
、
九
頭
龍
さ
ま
へ
の
信
仰
が
見
て

取
れ
ま
す
。

　「
大
正
拾
壱（
マ
マ
）度
祷
雨
費
簿
」
と
「
雨
乞
雑
誌
」
に
、

大
正
十
一
年
六
月
十
日
、
代
表
者
二
人
が
遣
わ
さ
れ

た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
す
が
に
こ
の
時

代
に
な
る
と
柏
原
駅
（
長
野
県
信
濃
町
）
ま
で
は
汽

車
を
利
用
し
た
、
と
の
こ
と
。

　
こ
の
年
は
ご
祈
祷
の
ご
利
益
が
早
か
っ
た
の
か
、

六
月
十
八
日
、
お
返
し
す
る
御
神
水
が
戸
隠
へ
向
け

て
出
発
し
て
い
ま
す
。
こ
の
年
に
か
か
っ
た
雨
乞
い

の
費
用
は
百
十
八
円
八
十
四
銭
、
現
在
の
約

三
十
五
万
円
に
相
当
し
ま
す
。
江
戸
時
代
以
来
、
雨

乞
い
の
費
用
を
賄
い
続
け
た
村
人
の
信
仰
心
に
胸
が

打
た
れ
ま
す
。

　
こ
う
し
た
戸
隠
山
へ
の
信
仰
や
旅
な
ど
の
記
録

は
、
ま
だ
ま
だ
各
地
に
眠
っ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ

う
。
市
井
の
人
々
の
記
録
を
掘
り
起
こ
し
、
光
を
当

て
て
い
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。


