
祝は
ふ

園そ
の

〔
稲い
な

八や
づ

間ま

の
東
南
に
あ
り
、
民み
ん

居き
よ

大
和
街
道
の
東
西
に
あ
り
。
祝は
ふ

園そ
の

の
名
義
は
、
神じ
ん

武む

天
皇
の
御
宇
逆
臣
長
髄
彦

ぎ
や
く
し
ん
な
が
す
ね
ひ
こを

滅
し
給
は
ん

と
て
、
泉
川
い
づ
み
が
はを

隔
て
御
軍
あ
り
、
今
の
木き

津づ

川
な
り
。
竟
に
此
所
に
於
て
討
亡
し
給
へ
り
。
長な
が

髄す
ね

彦ひ
こ

の
霊
こ
ゝ
に
止
つ
て
土ど

民み
ん

を
悩
す
、
故

に
そ
の
霊
を
祀
し
か
ば
忽
ち
鎮
り
安
泰
と
な
る
、
霊
を
祝
ひ
鎮
る
の
義
な
る
に
よ
つ
て
名
と
せ
り
。
園そ
の

は
其
祭
る
社し
や

地ち

を
い
ふ
な
り
と
。

云
々
〕

〔
此
所
の
民
俗
、
毎
年
正
月
初
め
の
申
の
日
よ
り
亥
の
日
に
至
る
ま
で
神
事
を
な
す
、
其
体
食
物
を
調
ふ
る
に
も
、
一
切
の
物
音
を
禁
じ
静

に
居
す
る
な
り
、
こ
れ
を
居
籠
と
い
ふ
。
又
同
郡
平ひ
ら

尾を

綺か
は

田だ

に
も
こ
れ
を
な
す
な
り
。
此
例
摂
州
西
宮
に
し
の
み
やに

も
あ
り
、
毎
年
正
月
九
日
蛭ひ
る

子こ

尊
広
田

み
こ
と
ひ
ろ
た

社
へ
臨
幸
の
時
、
容
相
の
異
な
る
を
恥
給
ふ
と
て
、
村
民
門
戸
を
閉
て
慎
み
斎
す
、
是
を
忌
籠
の
神
事
と
い
ふ
。
予
が
著
す
須す

磨ま

明あ
か

石し

名
所
図
会
に
委
し
。
此
所
も
則
ち
斎
籠
な
り
、
神
事
に
潔
斎
し
閉
籠
る
を
い
ふ
、
い
に
し
へ
よ
り
所
の
風
俗
な
り
〕

祝は
ふ

園そ
の

社や
し
ろ

〔
今
詳
な
ら
ず
。
三
代
実じ
つ

録ろ
く

曰
、
祝は
ふ

園そ
の

神し
ん

に
従
五
位
上
を
授
く
と
。
云
々
〕

春か
す

日が
の

社や
し
ろ

〔
同
所
民
居
の
北
に
あ
り
。
祭さ
い

神じ
ん

春か
す

日が

大お
ほ

宮み
や

、
土ど

人に
ん

生う

土ぢ

神し
ん

と
す
。
例
祭
は
九
月
廿
日
な
り
。
一
説
此
社
祝は
ふ

園そ
の

神じ
ん

な
り
と
ぞ
〕

大お
ほ

塚つ
か

〔
春か
す

日が

社
の
西
一
町
ば
か
り
田
の
中
に
あ
り
。
由
縁
詳
な
ら
ず
、
高
五
間
巡
十
三
間
あ
り
〕



土は

師ぜ

〔
村
の
名
と
す
、
祝は
ふ

園そ
の

の
南
一
里
に
あ
り
。
い
に
し
へ
此
地
に
土つ
ち

師ざ
い
く
しあ

り
け
る
歟
。
又
土は

師じ

氏
の
人
居
す
る
所
か
、
決
せ
ず
。
土ど

人じ
ん

師し

を
ぜ
と
称
ふ
。
土は

師じ

は
天
あ
ま
の

穂ほ
の

日ひ
の

命
十
み
こ
と

四
世
の
孫
野の

見み
の

宿す
く

禰ね

に
此
姓
を
賜
ふ
、
其
後
天
応
元
年
宿す
く

禰ね

の
後こ
う

胤い
ん

遠
江
介
古
人
に
至
つ
て
、
姓

を
改
て
菅す
が

原は
ら

と
な
せ
り
〕

相さ
が

楽ら

〔
所
の
名
と
す
、
則
ち
相さ
が

楽ら

郡
の
内
な
り
。
此
所
当
国
坤
の
堺
な
り
。
土は

師じ

の
南
三
町
許
に
山
城
大
和
の
国
堺
あ
り
、
大
和
の
歌う
た

姫ひ
め

に
至
る
〕

木き

津づ

川が
は

〔
い
に
し
へ
は
呼こ

津つ

加か

和は

と
訓
ず
、
一
名
泉
川
い
づ
み

、
あ
る
ひ
は
輪わ

韓か
ら

川
と
も
い
ふ
。
上
古
は
挑
川
い
ど
み
か
はと

な
づ
く
。
日
本
紀
曰
、
那な

羅ら

山
を
避
て
輪わ

韓か
ら

川
に
進
み
到
り
て
、
埴は
に

安や
す

彦ひ
こ

と
川
を
狭
ん
で
こ
れ
を
屯
し
、
お
の

く
相
挑
み
戦
ふ
故
に
、
時
の
人
其
川
を
改
め
な
づ
け
て

挑
川
い
ど
み

と
い
ふ
。
今
泉
川
い
づ
み

と
い
ふ
は
訛
な
り
。
云
々
〕

古
　
　
今
　
　
み
や
こ
い
で
ゝ
け
ふ
み
か
の
原
泉
河
い
づ
み
が
はか

は
風
寒
し
衣
か
せ
や
ま
　
　
　
　
　
　
読

人

し

ら

ず

千
　
　
載
　
　
泉
河
水

い
づ
み
が
は

の
見
わ
た
の
ふ
し
づ
け
に
し
は
ま
の
氷
る
冬
は
来
に
け
り
　
　
　
　
　
藤
　
原
　
仲
　
実

泉
川
橋

い
づ
み
が
は
ば
し

〔
上い
に

古し
へ

橋は
し

あ
り
、
延
喜
式
出
〕
樺か
ば

井ゐ
の

渡わ
た
り〔

泉
川
い
づ
み

の
わ
た
し
を
い
ふ
、
延
喜
式
出
〕



大だ
い

智ち

寺じ

〔
木き

津づ

の
大
路
の
ひ
が
し
二
町
に
あ
り
。
宗
旨
律
に
し
て
、
本
尊
文も
ん

珠じ
ゆ

菩ぼ

薩さ
つ

、
又
腹
内
に
春か
す

日が

の
作
の
同
尊
を
蔵
む
。
当
寺
は

む
か
し
泉
川
い
づ
み

の
橋
破
壊
し
て
後
、
橋
柱
水
底
に
残
り
年
久
し
く
し
て
時
々
光
を
放
つ
、
此
里
の
住
人
橘
の

　
た
ち
ば
な

次
郎
太
夫
守も
り

安や
す

と
い
ふ
者
こ
れ
を

採
て
家
に
収
め
、
海か
い

修し
ゆ

山せ
ん

寺
の
慈じ

心し
ん

上
人
に
此
旨
を
語
る
。
上
人
大
に
賞
歎
し
て
遂
に
寺
を
造
ら
し
め
、
其
霊
木
を
安
置
す
。
則
上
人
を
開

祖
と
し
橋け
う

柱ち
う

寺じ

と
な
づ
く
。
後
世
に
至
つ
て
文も
ん

殊じ
ゆ

尊そ
ん

を
本
尊
と
し
大だ
い

智ち

寺じ

と
改
む
〕

誓せ
い

願ぐ
わ
ん

寺じ

〔
大だ
い

智ち

寺じ

の
南
三
町
許
に
あ
り
。
律
宗
に
し
て
、
本
尊
十
一
面
観
音
は
行
基
ぎ
や
う
ぎ

の
作
、
立
像
二
尺
。
脇
壇
に
地ぢ

蔵ざ
う

尊そ
ん

を
安
ず
、

小
野
篁

を
の
ゝ
た
か
む
らの

作
、
坐
像
二
尺
。
伝
云
、
当
寺
は
聖
武
し
や
う
む

帝て
い

の
御
願
に
し
て
、
持
戒
の
尼
を
棲
し
め
給
ふ
と
な
ん
。
是
則
光
明
皇

　
く
わ
う
み
や
う

后
の
御
願
、
日
本

一
州
一
寺
の
国こ
く

分ぶ
ん

尼に

寺じ

な
る
歟
〕

動ゆ
る
ぎ

観く
わ
ん

音お
ん

〔
木き

津づ

の
南
二
十
町
許
一い
ち

の
坂さ
か

に
あ
り
。
本
尊
千せ
ん

手じ
ゆ

観
音
立
像
五

く
わ
ん
お
ん
り
ふ
ざ
う

尺
許
、
動
ゆ
る
ぎ

観
音
く
わ
ん
お
んと

称
す
る
事
、
説
々
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
信

じ
が
た
き
を
以
て
略
す
〕

荒
神
石

く
わ
う
じ
ん
せ
き

〔
堂だ
う

前ぜ
ん

に
あ
り
〕


