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1
、
稲
荷
を

イ
ナ
リ
と
訓
む
所

以
は

イ

チ

リ

イ

イ
ミ
キ

イ

ネ

カ

イ
ク

ハ

山
城
国
風
土
記
逸
文

に
よ
る
と

「
伊
奈
利

の
社
、
伊
奈
利
と
称
う
は
、
秦
中
家
忌
寸
等
が
遠
祖
、
伊
呂
具
秦
公
、
稲
梁
を
積
み
て
富
裕
を
保

て
り
。
傍
れ
餅
を
的
と
な

ナ

カ
ケ

イ

ネ

ナ

リ

オ

ハ
ツ

コ

ア
ヤ

マ
チ

ネ

コ
ジ

し
し

か
ば
、
白

鳥

に
化

成

り

て
、

飛
び
翔

り

て
山

の
峯

に
居

り
、
伊

禰
奈
利

生

ひ
き
。
遂

に
社

の
名

と

為

す
。

そ

の
苗
喬

に
至
り

て
、
先

の
過
を
悔

い
て
、
社

の
木

を
抜

ウ

イ
ノ

オ
ヒ
ッ

サ
キ

ハ
ヒ

に
し

て
家

に
殖

ゑ
て
禧

り
祭

り
き
。

今

、
其

の
木
を

殖

ゑ

て
、
蘇

が

ば
福
を

得

、
枯

れ
ば

福

あ
ら

じ
と

す
」
。
ω

と

あ
る
。

稲
荷

(
い
な

り
)
は

「
稲
成

り
生

ひ
き
」

か
ら
出

た
と

い
う
説

の
論

拠

で
あ
り

、
稲

の
神

を
表

わ
す

の
に
些

か

の
不
自

然
も
感

じ
な

い
が
、

こ

の

「
い
な
り
」

に

「
稲

成

」
と
か

「
稲
生

」
と

い
う
字

を
宛

て
ず

に

「
稲
荷

」
を

以

て
宛

て
た
理
由

は
何

で
あ

っ
た
ろ
う

か
。

嘗

て
笹

谷
良
造
氏

は

「
穀

霊
を

古

く
稲
填

と

云

っ
た
所
か
ら

、
稲

　

ヘ

ニ

荷
と

宛

て
た
が

、
そ

の
に
が
り

と
誼

っ
た
も

の
で
あ
ろ
う

」
㈲
と

さ
れ

た
が

、
環
を
荷

と
し

た

の
は
単

な

る
宛
字

で
あ

っ
た

の
だ

ろ
う
か

。

折

口
信

夫
氏

は
、
古

代
研
究

・
民
俗
学
篇

の
大
嘗

家

の
研
究

の
巾

で

「
に

へ
ま

つ
り
」

の

「
に

へ
」

は

「
神

又
は
天
皇

陛

下

の
召
し

上

り
物

、
と

い
ふ
事

で
あ

る
。

調

い
け
に

へ

な
ま

理
し
た
食
物

の
事
を

い
ふ
の
で

『
い
け
に
へ
」
と
は
ち
が
ふ
。
生
賛
と
は
生

の
ま
ま
で
置

い
て
、
何
時
で
も
奉
る
事
の
出
来
る
様

に
、
生
け
て
あ
る
賛

の
事
で
あ
る
。
動

物
、
植
物
を
通
じ
て
い
ふ
」
と
説

い
て
お
ら
れ
る
。
折

口
説
は
実
証
と

い
う
よ
り
も
古
典

の
深
い
読
み
を
背
景
に
古
代
人
の
心
に
迫
ろ
う
と
さ
れ

る
詩
人
的
洞
察
か
ら
く

な
り

る
も

の
で
あ

る
だ
け

に
注
意

せ

よ
と

の
所

論
も

あ
る

が
、

こ

の
賛

に
対
す

る
所

見
は

正
論
と

思
わ
れ

る

。

つ
ま
り

、
稲

荷
を

稲
生

と
し

て
み
る
な

ら
ば

、
稲
を

調
理
し

な

な
ま

い

い
で
生

の
ま
ま
生

け

て
あ
る

「
稲

の
生

賛
」

と

い
う

こ
と

に
な

ろ
う
。

ぬ
い

ほ

稲

の
賛

を

、
更

に
稲

荷
と

表
現
す

る

に
当

っ
て
、
神

宮

の
抜

穂

祭

の
こ
と

が
想

起
さ

れ
る
。

お
お
も
の

桜
井
勝
之
進
氏
に
よ
れ
ば
㈲

こ
の
祭
は

「
明
治

の
初
め
ま
で
伝
え
ら
れ
た
古
儀

で
あ
り
、
秋

の
稔
り
を
謝
す
る
神
嘗
祭

(当
時
は
九
月

の
十
六
日
)

の
未
明
に
、
大
物

稲
荷
信
仰
と
狐
の
民
俗
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稲
荷
信
仰
と
狐
の
民
俗

い
み
の
ち
ぢ

忌
父
が
御
常
供
田
で
作

っ
た
稲
を
抜
穂
に
し
て
、
神
宮
の
こ
正
殿

の
下

に
置
き
奉
る
行
事
で
あ
り
、
大
物
忌
父
は
外
宮

の
御
常
供
田
で
と
れ
た
稲
の
穂
の
と

こ
ろ
だ
け
を

抜

い
て
束
ね
、
棒
の
前
後
に
か
け
た
も

の
を
肩

に
か

つ
い
で
ご
正
殿

の
御
床
下
ま
で
運
ん
だ
の
で
あ
る
。
」
と
さ
れ

「
各
地

の
神
宮
付
属
の

農
民
か
ら
貢
納
す
る
米
は
、

か
け
ち
か
ら

懸

税

の
稲

と

い

っ
て
、

刈
り
と

っ
た

ま
ま

の
穂
を
束

ね

て

、
内
宮

と
外

宮

に
当

日
持
参
し

、

こ
れ

を

玉
垣

に
か
け
な
ら

べ
て
捧

げ
た

の
で
あ
る
」

と
し

て
お
ら

れ
る
。
何

け

い
ひ

つ

と

な

れ

の
場
合
も
、
行
列

の
先
頭
に
禰
宜
が
太
玉
串
を
持
ち
、
警
躍
を
唱
え
つ
つ
、
そ
の
先
導
を
し
た
も
の
だ
そ
う
で
あ
る
。

の
ざ
き

こ
れ
を

一
般

に
は
、
荷

前
と

い

っ
て

い
る
。

即
ち
諸

国

よ
り
到

る
貢
物

の
荷

の
前
を
神

に
献

る
た
あ

に
初
物

に
と
り
分

け
た
も

の
を

い
う

の
で
あ
る
が
、

一
説

に
は
、

の
り

さ
き

登
前
で
、
稲
の
稔

の
初
穂
だ
と
も

い
う
。

し
か
も
抜
穂
祭

の
行
列
は
、
禰
宜
が
警
鐸
を
し
な
が
ら
進
み
、
そ
の
後
方
を
大
物
忌
父
が
初
稲
穂
を
担

い
で
進
む
有
様
を
思
う
時
、
警
躍
と
は
、
神
や
天
皇
の
出
御
に

よ
り
し
ろ

当

っ
て
、

そ

の
御

先
を

追
う
作
法

で
あ

る
故

に
、
単

に
稲

の
初
物
を

捧

げ
る
と

い
う
よ

り
も

、
稲

の
穀

霊
を

神

前

に
も

た
ら
す
も

の
、
否

、
神

霊

の
依
代

そ

の
も

の
を
捧

げ

る
作
法

で
あ

っ
た
と

い
え

る

の
で

は
な

い
か
、
神

宮

に
今

日
は
伝

わ

っ
て
い
な

い
作

法

で
あ

る
由

で
あ

る
が
。

の
ざ

き

に

い
け
に

へ

以
上
を
ま
と
め
て
み
れ
ば
、
稲
荷
と
は
形
は
稲
の
荷
前
で
あ
ろ
う
が
、
実
は
稲

の
環

で
あ
り
、
ま
た
生
賛

で
あ

っ
て
、
神

の
依
代
と
し
て
の
稲
を
何
時
も
生
か
し
続
け

い
け

に

へ

る
稲

生

の
意

で
あ

り
、

こ
れ

が
稲
荷

の
文
字
を

用

い

つ
つ

「
イ

ナ
ナ
リ
」

「
イ

ナ
リ
」
と

訓

ま
せ

る
所

以

で
な
か

ろ
う
か
。

2

、

稲
荷
信
仰
に
狐
が
伴
な
う
所
以
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日
本
中
、
階
所
に
祀
ら
れ
て
い
る
稲
荷
神
社

の
特
色
は
朱
塗

の
鳥
居

に
狐

の
像
と
さ
れ
る
位

に
、
狐
と
稲
荷
と
は

つ
き
も
の
で
、
狐
が
好
物
で
あ
る
と
い
う
伝
承
か
ら

か
、
油
揚

の
入

っ
た
う
ど
ん
や
丼
は
狐
う
ど
ん
、
狐
丼
と
呼
ん
だ
り
、
は
て
は
油
揚
に
く
る
ん
だ
お
す
し
を

「
稲
荷
ず
し
」
等
と
呼
ぶ
位
で
あ
る
。

お
稲
荷
さ
ん
の
お
使

い
に
狐
が
用
い
ら
れ
た
理
由
と
し
て
、

一
般

に
は
京
都
伏
見
の
稲
荷
大
社

の
御
祭
神
に
狐
神
が
祀
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
も

い
わ
れ
て
い
る
。

先
述

の
山
城
国
風
土
記
逸
文
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
古
く
は
稲
荷
神

]
神

で
あ

っ
た
も
の
が
、
中
古

に
三
座
と
な

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
二
十
二
社
註
式
に
よ
れ
ば
平
安
朝

に
は

「
稲
荷
下
社

ハ
大
宮
女
命
、
中
社

ハ
倉
稲
魂
命
、
上
社

ハ
猿
田
彦
神
」
と
あ

っ
て
、
現
在
ご
祭
神
は
、
宇
迦
之
御
魂
大
神
、
佐
田
彦
大
神
、
大
宮
能
売
大
神

の
三
座

と
な

っ
て
い
る
。

別

に
、
摂
社
と
し

て
大
己
貴
神
を
祀
る
田
中
社
及
び

四
大
神
と
し

て
五
十
猛
命
、
大
屋
姐
命
、
狐
津
姫
命
、
事
八
十
神
を
加
え
て
五
座
と
も
さ
れ
て
い
る
。



何
れ
に
も
狐
神
は
ま

つ
ら
れ
て
い
な

い
よ
う
で
あ
る
が
、
命
婦
、
阿
古
町
、
黒
尾
、
尾
薄
等

の
名
を
付
し
て
狐
神
あ
り
と

の
俗
信
が
あ
る
。
祭
神
と
神
の
使
い
と
が
混

同
さ
れ
た
結
果
か
ら
か
と
思
わ
れ
る
。

直
接
狐
と
の
関
係
は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
平
安
朝

に
稲
荷
大
社
が
東
寺
と
結
ん
で
発
展
し
た
歴
史
を
思
え
ば
、
真
言
密
教

や
陰

陽
道
の
影
響
下
に
あ

っ
て
、
狐
霊
を

利
し

て
の
加
持
祈
禧
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
狐
信
仰
を
発
展
さ
せ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し

民
俗
学
的
に
は
摂
社

の
田
中
社
が
問
題
で
は
な
か

っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

タ
ヤ

シ
ロ

昭
和
二
十
三

(
一
九
四
八
)
年
十
二
月
の

「
民
間
伝
承
」
に
柳
田
国
男
氏
が

「
狐
塚

の
話
」
と
い
う
の
を
載
せ
ら
れ
た
。
先
生
は
田
社

の
問
題
を
考
え
な
が
ら

「
稲
荷

さ
ん

の
由
来
と

い
う
点

に
は
た
と
打
当

っ
て
し
ま

っ
た
。
伏
見
の
御
本
社

に
田
中
と
い
う
社

が
古
く
か
ら
あ
る
の
と
、
今
も
全
国

の
隅

々
に
稲
荷
を
屋
敷
神
と
す
る
風
が

広
く
行
渡

っ
て
い
る
こ
と
と
、
二

つ
は
ど
う

い
う
風
に
関
連
し
て
居
る
の
か
、
そ
の
小
さ
な
数
十
万

の
稲
荷
社

に
於
て
、
特

に
狐
と

い
う
獣
を
重
要
視
し
、
時
と
し

て
は

是
を
神
実

の
如
く
信
ず
る
者
さ

へ
多
く
な

っ
て
い
る
の
は
、
ど
う
い
う
事
情

に
基
く
も

の
か
」
と
さ
れ

「
諸
国
の
狐
神
信
仰
が
、
伏
見
を
起
点
と
し
て
、
し
か
も
段

々
変

化
し
た
か
。
は
た
又
大
小
全
く
異
な
る
も
の
が
、
後
少
し
つ

つ
互

の
連
絡
を
と
る
に
至

っ
た
か
。
或
は
ま
た
古
く
共
通
の
信
仰

の
表
現
で
あ

っ
た
も
の
が
、
世
を
経
て

一

方
は
特
に
大
い
な
る
成
長
を
遂
げ
、
他

の
多
数

の
も

の
は
別
箇
の
途
を
歩
ん
だ
も

の
か
。
三
者
必
ず

い
つ
れ
か
の

一
つ
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
だ
が
、

そ
れ
が
ま
だ
決
し

得
ら
れ
な

い
」
と
し
て
稲
荷
様
と
狐
神
と
の
関
係

に
つ
い
て
思
案
を
さ
れ
た
末
に
狐
塚

に
つ
い
て
問
題
提
起
を
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

柳

田
先
生

の
調
査
で
は
、
狐
が
居
な

い
と
言
わ
れ
る
佐
渡
ケ
島
と
四
国
を
除
い
て
、
北
は
秋
田
か
ら
南
は
九
州
の
南
端
ま
で
狐
塚
と

い
う
地
名
が
二
百
以
上
あ
り
、
そ

れ
ら
は
単
な
る
当
字
で
な
く

て
、
か
つ
て
は
そ
の
名

の
塚
が
あ

っ
て
地
名
と
な

っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

狐
塚
と
呼
ば
れ
た
も
の
が
古
墳
で
あ

っ
て
、
実
際

に
遺
物

の
出
た
和
歌
山
県

の
岩
橋
千
塚

の
よ
う
な
例
も
あ
り
、
ま
た
狐

の
姿
は
見
な
く
て
も
野
獣

の
事
を
防
止
す
る

た
め

に
狐
塚
の
供
養
を
す
る
と
こ
ろ
も

あ
る
。
ま
た
、
大
和

の

「
カ

ン
セ
ン
ギ

ョ
」
で
知
ら
れ
る
寒
施
行
の
よ
う
に
、
狐
塚
を
特
定
し
な

い
で
、
狐

の
出
そ
う
な
所

へ
、

寒
中

に
油
揚
を
置

い
て
歩
く
例
が
、
近
畿
地
方
か
ら
中
国
筋

に
か
け
て
可
成
り
広
く
行

わ
れ
て
い
る
。

あ
る
い
は
大
阪

の
能
勢
町
天
王
を
始

め
、
丹
波

に
か
け
て
、
小
正
月
の
行
事
と
し

て

「
狐
狩
り
」
を
行
な
う
所
も
あ
る
。
子
ど
も
組
の
子
が
藁

で
作

っ
た
狐
を
青
竹

の

先
に
つ
け
て
村
中

の
家

々
を
歴
訪
し
な
が
ら
唱
え
言
を
す
る
。

「
わ
れ
は
何
を
す
る
ぞ
い
や
イ
。
狐
狩
り
を
す
る
ぞ
い
ヤ
イ
。
狐
の
す
し
を
七
桶

つ
け
て
、
七
桶
な
が
ら
、

エ
イ

エ
イ
バ

ッ
サ
リ

コ
。
貧
乏
狐
追
い
出
せ
。
福
狐
追
い

稲
荷
信
仰
と
狐
の
民
俗
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稲
荷
信
仰
と
狐
の
民
俗

こ
め
」

こ
の
唱
え
言
は
年
頭
の
田
作
り
の
予
祝

の
行
事
で
あ
り
害
獣
防
除

に
併
せ
て
、
疫
病
退
散
を
願
う
も

の
だ
が

「
貧
乏
狐
追
い
出
せ
、
福
狐
追
い
こ
め
」
と
は
前
述

の
山

城
国
風
土
記
逸
文
に
い
う

「
社

の
木
を
家

に
植
え
て
繁
れ
ば
福
、
枯
れ
れ
ば
不
幸
」
と
い
う
話
と
思
い
併
せ
、

一
家
の
繁
栄
を
狐
に
よ
り
祈
願
し
よ
う
と

の
心
が
示
さ
れ

て
い
る
。

狐
塚
も
こ
う
し
た
田
の
神
祭
り
と
深
く
関
わ

っ
て
ま

つ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と

い
う
の
が
柳

田
先
生

の
説
で
あ
る
。

即
ち

「
狐
塚

の
地
形
、
仮
り
に
塚

の
跡
は
も
う
不
明
に
な

っ
て
居
て
も
、
現
在

そ
の
名
で
呼
ば
れ
る
所
が
山
か
平
野
か
田
の
中
か
を
明
か

に
し
た
い
。
僅
か
な
例
だ
が

私

の
知

っ
て
居
る
の
は
、
周
囲
ま
た
は
半
面
が
稲
田
に
接
し
て
、
田
植
苅
取
の
作
業
を
目
の
前
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
坐

口同
い
所
と
き
ま

っ
て
い
る
よ
う

に
思
う
。

(中
略
)

実
は
自
分
な
ど
は
狐
塚
を
、
も
と
は
田
の
神

の
祭
場
だ

っ
た
ろ
う
と
思

っ
て
居
る
。
従

っ
て
是
が
も
し
谷

の
陰
や
原

の
奥
な
ど
の
、
ね

っ
か
ら
田
に
縁

の
無
い
所

に
幾
ら

も
あ
る
と
分
る
と
、
忽
ち

こ
の
仮
定
は
ひ

っ
く
り
か

へ
る
の
で
あ
る
。
」
と
非
常
に
慎
重
に
論
を

進
め
ら
れ
た

の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
全
国
各
地
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
報
告

は
、
柳
田
氏
の
推
定
を
裏
づ
け
る
も
の
が
多
く
、
今
や
、
狐
塚
は
田
の
神

の
祭
場
跡
で
あ

っ
た
と

い
う

の
が
学
界
で
は
定
説

に
な

っ
て
い
る
と
い

っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

朝
廷

の
式
典
の
中
で
も
豊
作
を
祈
る
二
月
の
祈
年
祭
と
、
十

一
月
の
下
旬
の
新
嘗
祭
と
は
重
要
な
祭

で
あ
る
が
、
全
国
的

に
、
正
月
、
田
植
前
後
、
稲
刈
り
前
後
の
祭

り
は
田
の
神
の
祭
り
と
し
て
大
切
に
祀
ら
れ
て
き
た
。

二
月

に
山
の
神
が
田
に
降
り
て
田
の
神
と
な
り
、
十
月
ま
た
は
十

一
月
の
秋
が
終
る
と
田
の
神
が
山

に
登

っ
て
山

の
神
と
な
る
と
い
う
伝
承
は
全
国
的
に
流
布
し
て
い

る
。そ

の
中

で
も
特
定
の
場
所
を
祭
の
場
と
定
め
て
、
田
の
神

に
祈
願
を

こ
め
た
り
、
感
謝
を
し
た
り
す
る
中
に
、
平
素
、
み
だ
り
が
ま
し
く
立
ち
入
ら
せ
な

い
聖
な
る
場

所
と
し

て
の
特
定

の
塚
と
か
田
と
か
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

稲
荷
神
社
史
料

(五
)

に
よ
れ
ば
、
備
後
国
御
調
郡
杭
庄

(
ク
イ
ノ
シ

ョ
ウ
)
は
中
古
以
来

の
伏
見
稲
荷
神
社
の
社
領
で
あ
り
、
杭
稲
荷
と
い
う
社
を
こ
の
荘
八
ケ
村

が
合
同
で
祭
り
を
し

て
い
た
。

三
重
県
志
摩
郡
磯
部
の
大
御
田
の
式

に
は
約
五
〇
糎

の
青
竹
が
田
に
ね
か
せ
て
あ

っ
て
、
祭
り
が
終
る
と
若
者
が
七
、
八
〇
名
、
田
の
中

に
裸
で
飛
込
ん
で
青
竹

の
奪

い
合

い
を
し
、
や
が
て
棉

の
よ
う
に
砕
け
た
竹
を
各
自
が
分
け
ど
り
し
て
、
船
に
ま

つ
っ
た
と

い
う
。
こ
の
竹
と
か
杭
と
か
は
嘗
て
田
の
神
を
祀
る
依
代
で
あ

っ
た
ろ
う
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と
柳

田
先
生

は
説

い

て
お
ら
れ

る
が
、

こ
う
し

た
祭

の
場

に
狐
塚

と

い
う
名

が

与
え
ら
れ
た
と
す

れ
ば

、

い
く

つ
か

の
理
由

が
考
え
ら
れ

る
。

一
つ
に
は
、
狐

は
現
在

よ

り
も

山

野

に
多

く
住

ん

で

い
た
と

思
う
が
、
他

の
獣
物

と
若

干
異

る
所
が

あ

り
、
秋

か
ら
冬

に
か
け

て
人
里

へ
降
り

て
食
物
を

あ
さ

る
が

・

春

に
な
る
と
里

人

の
前
か

ら
姿
を
消
す

と

い
う
。

こ
れ

が
、

春
、

田

の
神

は
里

へ
降

り
、
冬

、
山

に
こ
も

り
て
山

の
神

と
な

る
信
仰

に
裏

う
ち
さ
れ

て
・
目

に
見
え

ぬ
神

の
先

ぶ
れ
と

し

て
考

え
ら
れ

た

の
で
は

な

い
か

と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

十

二
月

に
刈
り

じ
ま

い
で
田

の
神
を

祀

る
能
登

に

ア

エ
ノ

コ
ト
と

い
う
儀

礼

が
あ

る
が

、
馬
を

ひ
い

て
ゆ
き

、
馬

の
耳
が
動
く

の
を
確
認
し

て
神

の
降
臨
が
あ

っ
た
と

し

て
家

に
お
迎
え
す

る
例

が

あ
る

こ
と

で
も
知

ら
れ

る

よ
う

に
、
神

の
先

ぶ
れ
と

見
た

の
で
あ
ろ
う
。

更

に
は
、
空

が
晴

れ
て

い
る
の

に
雨

の
降

る

こ
と
を

狐

の
嫁

入
と

い
う
よ
う

に
、
人
を
化

か
す
と
か

、
狐
火
等

の
よ
う

に
村
内

に
好

い
こ
と

の
あ
る
前

ぶ
れ

に
キ

ツ
ネ

の
タ
イ

マ
ツ
が
現
れ

る
と

こ
ろ
が
秋

田

に
あ

る
が

、

不

可
思
議

な
霊
力
を
も

つ
狐
と

い
う
発
想

か
ら
、

塚

の
神
聖

を
意
義

づ
け
る
た
め

、
狐

の
有
無

に
か
か

わ
ら

ず
狐

塚

の
名

が
出
来

た
と
も

い
え

よ
う
。

要

す
る

に
田
の
神
と
狐
と

は
、
全

国
的

に
可
な

り
古

く

か

ら
結
び

つ
い
て
い
た
も

の
で
あ

っ
た

が
、

中
古

、
伏

見
稲
荷

に
田
中
社

が
摂
社

と
し

て
祀
ら
れ
た

時
、
全

国

の
田
中
の
社

と
狐

の
伝

承
が

、
そ

の
ま
ま
稲
荷

大
社

に
持

ち

こ
ま
れ

た
と
考

え

て
よ

い
の
で
は
な

い
か

。
実
際

に
稲
荷
大

社

に
は
塚

が
多

い
。
明
治

四
四

(
一
九

=

)

年

、
稲
荷
山

御
膳
谷
東

側

で
発

見
さ
れ

た
経
塚
を
始

め

、

上

ノ
塚
、
中

ノ
塚
、

下

ノ
塚
、
荒

神
塚
、
命

婦

塚
等

々
、

昭
和
四
十

一

(
一
九
六
六

)
年

の
調
査

で
は
、
七
七

六

二
基

に
及
ん

で

い
る
。

こ
れ
は
全
部

田
中
社

の
狐
塚

で
な

い

こ
と
は
勿
論

で
あ

る
が
、

祭
祀
遺
跡

か
古
墳

か
尚

検

討
を

要
す

る
。

田
中
社

が
祀

ら
れ
た

こ
と

に
よ

り
、
全

国

の
狐
塚

が
稲

荷

社
を

祀
る

こ
と

に
な

っ
た
も

の
か
、

伏
見

稲
荷
大
社

が

田
の
神

の
総
社

で
あ
れ
ば
と

い
う

こ
と

で
塚
が
作

ら

れ
た

も

の
か
、
定

か

で
は

な

い
が

、
両
者

の
関
係
は

稲
荷

明

神
と
狐

神

の
信
仰

に
裏
打
ち

さ
れ

て

い
る

こ
と

は
確

認

で
き

そ
う
で
あ
る
。

以
上

ω

神
典

(大
倉
精
神
文
化
研
究
所
刊
)
所
収

⑧

笹
谷
良
造
著
、
日
本
古
代
の
民
俗
と
生
活
、
二
〇
五
頁
、

一
九
六
二
年
、
東
出
版
K
K
参
照

ニ

「神
武
天
皇
は
幼
名
を

三
毛
野
入
彦
と
申
し
た
。
こ
の
ミ
ケ
は
御
饅
で
そ
の
環
-
稲

の
魂
ー
が
入

っ
た
こ
と
を
言

っ
た
の
で
あ
る
。
御
兄
弟
の
稲
日
命
は
、
常
世
の
国
に
行
か
れ
た
と
あ
る

が
折
口
先
生
は
、
こ
れ
は
兄
弟
で
は
な
く
、
天
皇
の
保
持
せ
ら
れ
た
稲
霊
が
体
か
ら
離
れ
た
こ
と
を
言

っ
た
も
の
で
、
こ
の
た
め
熊
野
の
逮
延
と
い
う
受
難
が
起

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
」

㈹

桜
井
勝
之
進
著
、
伊
勢
神
宮
、
七
二
頁
、
学
生
社
、

一
九
六
九
年
刊

稲
荷
信
仰
と
狐
の
民
俗
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