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暦
の
10
月
。
神
無
月
は
、
八や

お百

万よ
ろ
ずの

神
々
が
出
雲
大
社
に
集
ま
り
、

諸
国
の
神
が
留
守
に
な
る
た
め
、

こ
の
よ
う
に
呼
ぶ
そ
う
で
す
。
逆

に
、
神
々
が
集
う
出
雲
の
国
だ
け

は
、
神か

み

在あ
り
づ
き月

と
な
る
そ
う
で
す
。

　

出
雲
に
集
ま
っ
た
神
々
は
、
縁

結
び
の
相
談
を
す
る
ら
し
く
、
ゆ

え
に
、
出
雲
大
社
が
縁
結
び
の
パ

ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
、
多
く
の

若
者
が
訪
れ
て
い
ま
す
。

　

秋
が
深
ま
り
、
空
は
澄
み
、
風

爽さ
わ

や
か
で
過
ご
し
や
す
い
季
節
。

し
か
し
、
夏
の
華
や
か
な
季
節
が

過
ぎ
去
る
寂
し
さ
は
ぬ
ぐ
え
ま
せ

ん
。
そ
ん
な
と
き
に
吹
く
風
が
あ

り
ま
す
。「
色
な
き
風
」
で
す
。
休

日
、
秋
晴
れ
に
誘
わ
れ
山
歩
き
に

出
掛
け
ま
し
た
。
林
間
を
歩
き
な

が
ら
、「
色
な
き
風
」
に
し
ば
し
ま

ど
ろ
み
ま
し
た
。

　

「
吾わ

れ
も
こ
う

亦
紅
」。ひ
っ
そ
り
と
目
立

た
ず
、
紅
を
ま
と
っ
た
、
ど
こ
か

寂
し
げ
な
晩
秋
の
花
は
、
上
の
花

か
ら
紅あ

か

く
な
り
、
上
が
枯
れ
た
こ

ろ
に
下
の
花
が
紅
く
な
る
と
い
う

普
通
の
花
と
は
逆
の
咲
き
方
を
し

ま
す
。
こ
の
「
吾
亦
紅
」
を
曲
名

に
し
た
歌
が
あ
り
ま
す
。
中
年
の

男
性
が
亡
き
母
を
し
の
び
、
不
遇

な
身
の
上
を
墓
前
に
告
げ
る
歌
で

す
。
浮
世
の
冷
た
い
風
が
身
に
染

み
る
年
ご
ろ
に
な
っ
て
、
故
郷
に

ひ
と
り
暮
ら
し
て
逝い

っ
た
母
の
、

決
し
て
語
ら
な
か
っ
た
悲
し
み
が

よ
う
や
く
分
か
り
、「
ば
か
野
郎
と

な
じ
っ
て
く
れ
よ
」
と
歌
い
ま
す
。

　

親
の
思
い
子
知
ら
ず
。
親
が
子

を
思
う
情
は
い
つ
の
世
に
も
、「
永

遠
の
片
思
い
」
で
あ
る
と
い
い
ま

す
。
片
思
い
の
実
相
が
分
か
る
こ

ろ
に
親
は
い
な
い
。
墓
前
に
た
た

ず
め
ば
人
は
誰
も
が
、「
ば
か
野
郎
」

と
親
に
怒
ら
れ
た
い
、
そ
ん
な
時

も
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

　

「
髪
に
白し

ら
が髪

が
混
じ
り
始
め
て

も　

俺お
れ　

死
ぬ
ま
で
あ
な
た
の
子

ど
も
…
」
と
、
詩
は
続
き
ま
す
。

指
宿
市
長
　
豊
留 

悦
男

吾わ
れ

も
亦ま

た

　
紅

く
れ
な
い

な
り
と

ひ
そ
や
か
に 

（
高
浜
虚
子
）

吾亦紅の花

　

多
羅
ヶ
迫
遺
跡
は
、
小
牧
地
区

の
山
間
部
、
標
高
88
ｍ
の
谷
間
に

あ
り
ま
す
。
広
域
農
道
の
整
備
に

伴
い
、
平
成
13
年
度
に
発
掘
調
査

を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
発
掘
調
査

で
、
次
の
２
つ
の
新
発
見
が
あ
り

ま
し
た
。

　

１
つ
は
、
中
世
（
鎌
倉
〜
室
町

時
代
）
に
作
ら
れ
た
畑
跡
の
発
見

で
す
。
山
間
地
の
谷
間
を
開
墾
し

て
作
ら
れ
た
畑
跡
と
し
て
は
、
市

内
で
初
め
て
の
発
見
例
で
す
。

　

も
う
１
つ
は
、
今
か
ら
約
３
，０

０
０
年
前
の
縄
文
時
代
後
期
に
建

て
ら
れ
た
「
竪
穴
状
遺
構
」
の
発

見
で
す
。「
竪
穴
状
遺
構
」
は
、
長

さ
２
ｍ
27
㎝
、
幅
１
ｍ
65
㎝
の
不

整
形
な
形
を
し
て
い
ま
し
た
。
こ

の
「
竪
穴
状
遺
構
」
が
、
ど
の
よ

う
な
目
的
で
作
ら
れ
た
か
は
分
か

り
ま
せ
ん
が
、
確
実
に
縄
文
人
が

生
活
し
て
い
た
歴
史
が
あ
っ
た
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。

　

縄
文
時
代
や
中
世
の
こ
ろ
の
小

牧
地
区
山
間
部
の
景
観
の
一
部
を
、

多
羅
ヶ
迫
遺
跡
か
ら
垣
間
見
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
す
。

　

日
本
は
、
岩
塩
な
ど
の
塩
資
源

に
恵
ま
れ
て
い
な
い
た
め
、
人
々

は
昔
か
ら
海
水
を
利
用
し
て
塩
を

作
っ
て
き
ま
し
た
。
海
水
を
い
っ

た
ん
濃
い
塩
水
に
濃
縮
し
、
そ
れ

を
煮
詰
め
て
塩
の
結
晶
を
取
り
出

す
日
本
独
自
の
製
塩
方
法
の
原
理

は
、
昔
か
ら
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。

本
市
で
の
本
格
的
な
塩
業
は
、
大

正
11
年
に
始
ま
り
ま
す
。
温
泉
熱

を
利
用
し
、
水
分
を
蒸
発
さ
せ
る

温
泉
熱
利
用
製
塩
が
、
市
内
の
各

所
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

昭
和
17
年
、
政
府
は
戦
争
に
よ

る
塩
不
足
の
対
策
と
し
て
、
簡
単

な
手
続
き
で
塩
の
生
産
が
で
き
る

「
自
給
製
塩
制
度
」
を
打
ち
出
し

ま
し
た
。
こ
れ
を
機
に
、
昭
和
20

年
に
は
市
内
に
製
塩
組
合
が
組
織

さ
れ
、
年
間
約
２
，５
０
０
ｔ
の
塩

を
生
産
し
て
い
ま
し
た
が
、
昭
和

24
年
の
同
制
度
廃
止
に
伴
い
、
中

止
に
な
り
ま
し
た
。

　

時
代
の
流
れ
と
と
も
に
、
温
泉

熱
利
用
製
塩
は
品
質
や
生
産
性
に

限
界
が
見
え
て
き
た
た
め
、
昭
和

34
年
、
真
空
タ
ン
ク
の
中
で
水
分

を
蒸
発
さ
せ
塩
を
取
り
出
す
「
真

空
式
製
塩
工
場
」
が
成
川
に
建
設

さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
５
年
後

の
昭
和
39
年
、
廃
止
の
や
む
な
き

に
至
り
、
本
市
の
塩
業
は
幕
を
閉

じ
た
の
で
す
。

　

成
川
浜
に
そ
び
え
立
つ
１
本
の

煙
突
。
こ
れ
は
、
か
つ
て
指
宿
で

も
塩
作
り
が
行
わ
れ
て
い
た
名
残

な
の
で
す
。

多た

ら

が

羅
ヶ
迫さ

こ

遺
跡

縄
文
時
代
の
小
牧
地
区
と

  

製
塩
の
歴
史
伝
え
る
煙
突

いぶ
す
き

　

ま
る
ご
と
博
物
館（  

回
）
65

指
宿
の
塩
業

中世の畑の畝
うねまみぞ

間溝

成川の製塩場跡
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