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●
皇
祖
皇
宗
に
奉
る
郊
祭 

月
日
が
流
れ
て
、
ヒ
ミ
コ
の
墓
（
箸
墓
古
墳
）
が
バ
チ
形
を
伸
長
し
た
前
方
後
円
墳
に
様
変
わ
り
す
る
と
、
神
武

は
そ
こ
に
祭
場
を
設
け
て
、
厳
か
な
儀
式
に
臨
ん
だ
。 

ま
ず
、
女
王
ト
ヨ
の
亡
き
骸
を
ホ
ケ
ノ
山
古
墳
か
ら
掘
り
出
し
て
バ
チ
形
伸
長
部
に
再
葬
し
た
後
、
二
重
口
縁
壷

や
花
な
ど
も
供
え
な
が
ら
女
王
ト
ヨ
の
冥
福
を
祈
っ
た
。 

三
〇
四
年
の
春
二
月
二
十
三
日
（
桃
の
咲
く
頃
）、
上
之
宮
南
方
の
鳥
見
山
中
に
皇
祖
天
神
（
日
神
と
高
皇
産
霊
）

の
御
陵
が
完
成
す
る
と
、
神
武
は
そ
の
円
墳
上
に

霊
ま
つ
り
の

畤に
わ

（
天
地
五
帝
の
神
霊
を
祭
る
霊
廟
）
を
造
営
し
て
、
高
皇

産
霊
に
代
わ
っ
て
郊
祭
に
臨
ん
だ
。
す
な
わ
ち
、
箸
墓
円
墳
に
眠
る
ヒ
ミ
コ
の
御
霊
を
日
神
御
魂
に
蘇
ら
せ
た
上

で
霊
畤
に
移
し
祭
る
と
と
も
に
、
纏
向
石
塚
古
墳
に
眠
る
天
照
大
神
御
霊
を
高
皇
産
霊
御
魂
と
し
て
招
来
し
、
共

に
天
（
日
天
神
）
に
配
し
た
の
だ
。 

そ
の
間
、
猿
女
君
ら
が
神
楽
を
舞
う
中
で
、
天
富
が
祝
詞
を
長
々
と
奏
上
し
て
い
た
。
つ
い
で
、
神
武
は
神
璽
の

鏡
剣
を
捧
げ
持
っ
て
皇
祖
天
神
の
再
来
を
願
い
つ
つ
、
お
礼
の
言
葉
と
決
意
の
ほ
ど
を
申
し
述
べ
た
。 

「
我
が
皇
祖

み
お
や

の
御
魂
は
、
日
の
光
と
な
っ
て
天
よ
り
降
り
賜
い
、
私
の
身
を
金
色
の
光
で
照
ら
し
て
加
護
し
て
下

さ
っ
た
。
今
、
数
々
の
敵
を
平
定
し
て
、
天
下
も
平
穏
に
治
ま
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
皇
天
二
神
を
天
に
配
し

て
お
郊ま

祭つ

り
し
、
そ
の
教
え
る
と
こ
ろ
に
永
久
に
従
い
た
い
と
誓
っ
た
次
第
で
す
」 

『
古
語
拾
遺
』、「
霊
畤
を
鳥
見
山
の
中
に
立
つ
。
天
富
命
、
幣

み
て
ぐ
ら

を
陳つ

ら

ね
て
祝
詞

の
り
と
も
お

し
て
皇
天

あ
ま
つ
か
み

を
禋
祀

ま
つ

り
、
群
望

く
に
つ
か
み

を
遍
祑

ま
つ

り
て
、・
・
」
、 

「

聖
皇

ス
メ
ラ
ミ
コ
ト

（
天
皇
）
の
登
極
（
天
つ
日
継
ぎ
し
ろ
し
め
）
し
て
、
終

お
わ
り

を
父
祖

お
お
お
や

に
受
け
た
ま
い
、
上
帝

あ
ま
つ
か
み

（
五
帝
）
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を
類ま

つ

り
、
六
宗
を
禋ま

つ

り
、
山
河
を
望ま

つ

り
、
群
神

か
み
が
み

を
偏ま

つ

り
た
ま
う
。
然
れ
ば
、
天
照
大
神
（
日
神
と
高
皇
産
霊
）

は
こ
れ
祖お

や

こ
れ
宗き

み

（
皇
祖
皇
宗
）
、
尊
き
こ
と
な
ら
び
無
し
」 

つ
ま
り
、
神
武
は
高
皇
産
霊
が
封
禅
を
成
し
た
と
し
て
も
道
理
に
適
う
と
見
て
、
彼
に
代
わ
っ
て
柴
を
勢
い
よ
く

燃
や
す
中
で
封
禅
さ
な
が
ら
に
郊
祭
し
、
そ
の
高
煙
が
天
に
通
じ
た
と
こ
ろ
で
お
礼
の
言
葉
を
申
し
述
べ
る
と
と

も
に
、
皇
祖
天
神
を
天
に
配
し
て
皇
祖
皇
宗
に
奉
っ
た
の
だ
。 

加
え
て
、
天
照
大
御
神
御
魂
の
伊
勢
大
神
（
真
経
津
の
八
咫
鏡
）、
及
び
高
皇
産
霊
御
魂
の
草
薙
剣
を
二
神
の
天

璽
と
定
め
直
し
た
こ
と
や
、
若
か
り
し
頃
の
豊
受
皇
太
神
（
御
饌
津
神
）
を
農
耕
神
に
列
し
て
、
秋
に
な
る
と
新

穀
を
捧
げ
る
こ
と
も
お
知
ら
せ
し
た
。 

こ
の
儀
式
の
拠
り
ど
こ
ろ
は
五
帝
期
の
封
禅
や
、
成
王
を
補
佐
し
た
周
公
が
后
稷
（
周
祖
棄
）
を
南
郊
に
祀
っ
て

天
（
農
耕
の
天
神
）
に
配
し
、
秋
に
新
穀
を
奉
っ
た
周
礼
、
ま
た
文
王
を
明
堂
に
祀
っ
て
皇
祖
に
配
し
た
周
礼
、

さ
ら
に
光
武
帝
が
漢
朝
を
再
興
し
た
際
の
封
禅
や
郊
祭
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
だ
。 

 〔
封
禅
と
郊
祭
〕、
五
帝
最
初
の
黄
帝
が
泰
山
の
頂
で
円
壇
を
築
い
て
天
を
祀
り
（
封
祭
）、
つ
い
で
山
麓
の
梁
父
山

で
地
を
方
形
に
均
し
て
地
の
神
を
祀
る
儀
式
（
禅
祭
）
を
言
っ
た
。
か
く
し
て
、
黄
帝
は
天
帝
や
仙
人
た
ち
と
親

し
く
交
わ
り
、
人
で
あ
り
な
が
ら
不
死
身
に
成
り
得
た
と
い
う
。
即
ち
、
現
人
神
と
な
っ
た
の
だ
。 

次
に
、
堯
か
ら
跡
を
託
さ
れ
た
舜
が
封
禅
を
試
み
た
。
彼
は
天
体
の
動
き
を
見
て
天
意
に
適
う
と
知
る
や
、
上
帝

に
対
し
て
類
の
祭
を
行
い
、
六
宗

り
く
そ
う

に
禋い

ん

の
祭
を
し
、
山
川
に
望ぼ

う

の
祭
を
し
て
、
群
神
も
あ
ま
ね
く
祀
っ
た
後
に
諸

侯
の
玉
器
を
収
め
て
吉
日
を
選
び
、
並
み
居
る
臣
下
た
ち
の
前
で
こ
れ
を
分
け
与
え
た
。
こ
れ
が
最
初
で
最
も
盛

大
な
封
禅
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
封
の
礼
は
明
ら
か
で
な
い
。
こ
う
し
て
、
仙
人
の
仲
間
入
り
を
果
た
し
た
彼
は
、

崑
崙
山
に
荘
厳
華
麗
な
地
上
の
帝
都
を
設
け
、
暇
を
見
つ
け
て
は
天
上
か
ら
降
っ
て
き
て
浮
世
の
仙
人
ら
と
神
仙
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遊
び
に
ふ
け
っ
て
い
た
と
い
う
。 

〔
周
成
王
の
郊
祭
〕、
周
公
は
幼
い
成
王
を
助
け
て
政
に
就
く
と
、
后
稷
を
南
郊
に
祀
っ
て
天
に
配
し
、
文
王
を
明

堂
に
祀
っ
て
上
帝
に
配
し
た
。 

そ
れ
以
前
に
、
火
徳
を
そ
な
え
た
文
王
は
赤
い
鳥
が
現
れ
る
と
い
う
瑞
祥
に
よ
っ
て
、
封
禅
の
天
命
を
受
け
た
が

泰
山
で
の
封
祭
を
行
わ
ず
、
武
王
も
殷
を
破
っ
た
二
年
後
の
天
下
が
未
だ
安
定
し
な
い
時
期
に
逝
っ
て
し
ま
っ
た
。 

こ
れ
か
ら
す
る
と
、
続
く
成
王
が
封
禅
を
成
し
た
と
し
て
も
、道
理
に
適
う
と
さ
れ
た
。そ
の
こ
と
も
あ
っ
て
か
、

古
来
、
周
で
は
冬
至
の
日
に
南
郊
し
て
天
を
祀
る
と
と
も
に
、
日
が
長
く
な
る
こ
と
を
祝
っ
た
。
ま
た
夏
至
の
日

に
北
郊
し
て
地
の
神
を
祀
っ
た
。 

〔
後
漢
光
武
帝
の
封
禅
と
郊
祭
〕、
五
十
六
年
二
月
、
光
武
帝
は
魯
国
か
ら
泰
山
に
向
け
て
巡
幸
し
た
。
遠
く
か
ら

泰
山
を
望
む
地
で
柴
を
焚
き
な
が
ら
望
祭
し
た
後
、
泰
山
の
頂
と
麓
の
梁
父
山
で
封
禅
を
成
し
遂
げ
た
。 

建
武
中
元
二
（
五
十
七
）
年
春
正
月
に
初
め
て
北
郊
を
立
て
、
后
土
（
地
の
神
）
を
祀
っ
た
。
そ
の
直
後
、
倭
奴
国

王
の
遣
い
が
は
る
ば
る
海
を
渡
っ
て
朝
貢
し
て
き
た
。 

『
後
漢
書
』「
光
武
帝
紀
」、「（
建
武
元
年
、
二
十
五
年
）
六
月
末
、
皇
帝
の
位
に
即
く
。
燔
燎

は
ん
り
よ
う

し
て
天
に
告

げ
（
柴
を
焚
い
て
祭
り
、
高
煙
が
天
に
通
じ
た
と
こ
ろ
で
天
に
報
告
し
）
、
六
宗
に
禋え

ん

し
、
群
神
に
望ぼ

う

す
。・
・

こ
こ
に
於
い
て
建
元
し
て
建
武
と
為
し
、
天
下
に
大
赦
し
・
・
」 

『
後
漢
書
』「
本
紀
」、「（
建
武
中
元
）
二
年
（
五
十
七
年
）
春
正
月
辛
未
、
初
め
て
北
郊
を
立
て
、
后
土
を
祀

る
。
東
夷
の
倭
奴
国
王
、
使
を
遣
わ
し
て
奉
献
す
」 

 こ
の
鳥
見
山
か
ら
北
へ
の
び
る
尾
根
上
に
は
、
四
世
紀
初
め
に
造
ら
れ
た
日
向
型
の
柄
鏡
形
前
方
後
円
墳
が
鎮

座
す
る
。
桜
井
茶
臼
山
古
墳
と
呼
ば
れ
る
そ
れ
に
は
、
樹
齢
千
年
以
上
の
巨
木
か
ら
な
る
木
棺
が
安
置
さ
れ
て
い
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て
、
そ
の
内
外
に
二
六
面
の
三
角
縁
神
獣
鏡
を
は
じ
め
、
内
行
花
文
鏡
・
方
格
規
矩
鏡
・
画
文
帯
神
獣
鏡
・
獣
帯

鏡
な
ど
八
〇
面
以
上
の
銅
鏡
、
そ
れ
に
三
種
神
器
で
あ
る
曲
玉
・
鉄
剣
、
さ
ら
に
王
権
を
示
す
碧
玉
製
の
玉
杖
・

玉
葉
が
副
え
ら
れ
て
い
た
。 

そ
の
円
墳
上
に
土
を
盛
っ
た
方
形
壇
が
あ
っ
て
、
そ
の
周
り
を
底
の
な
い
祭
祀
用
壷
が
取
り
巻
く
。
こ
の
古
墳
は

帝
王
級
副
葬
品
が
豊
富
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
葬
者
の
名
も
伝
わ
ら
な
い
。 

そ
の
後
の
神
武
は
、
程
な
く
崩
御
し
た
の
か
、
隠
遁
し
た
の
か
、
消
息
は
不
詳
だ
。 

磐
余
地
方
に
あ
る
巨
大
な
メ
ス
リ
山
古
墳
（
桜
井
市
、
四
世
紀
の
初
め
？
）
も
、
阿
部
丘
陵
上
に
造
ら
れ
た
謎
多

き
柄
鏡
形
前
方
後
円
墳
だ
。 

後
円
部
に
あ
る
長
さ
八
㍍
の
主
室
は
盗
掘
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
三
角
縁
神
獣
鏡
片
・
内
行
花
文
鏡
片
、
各

種
石
製
品
・
玉
類
な
ど
が
出
た
。
盗
掘
を
逃
れ
た
東
の
副
室
か
ら
は
、
儀
礼
用
ら
し
き
鉄
製
の
弓
・
矢
五
本
、
鉄

鏃
二
一
二
、
鉄
製
の
ヤ
リ
ガ
ン
ナ
、
斧
、
手
鎌
、
ノ
ミ
、
刀
子
、
ノ
コ
ギ
リ
、
銅
鏃
二
三
六
が
出
土
し
、
さ
ら
に
玉

杖
四
本
分
に
相
当
す
る
石
製
品
な
ど
帝
王
級
副
葬
品
が
多
数
見
つ
か
っ
た
。
類
似
の
玉
杖
は
桜
井
茶
臼
山
古
墳
か

ら
も
出
て
い
る
。 

こ
の
円
墳
上
に
も
方
形
壇
が
あ
っ
て
、
最
長
二
・
四
㍍
も
の
円
筒
形
埴
輪
が
壇
の
周
辺
を
二
重
に
取
り
巻
く
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
被
葬
者
の
名
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
。 

『
古
事
記
』
は
、「（
磐
余
彦
天
皇
）
御
陵
は
、
畝
傍
山
の
北
、
白
檮
の
尾
の
上
に
あ
り
」
と
記
し
て
い
る
が
果
た

し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。 

磐
余
地
方
の
山
の
稜
線
に
、
四
世
紀
初
め
に
造
ら
れ
た
日
向
式
の
柄
鏡
形
前
方
後
円
墳
が
『
日
本
書
紀
』
の
記
述

に
沿
っ
た
形
態
で
二
陵
も
築
か
れ
た
こ
と
は
、
以
下
の
遺
勅
や
言
葉
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。 

 


