
　
浅
草
の
鷲お

お
と
り

神
社

（
東
京
都
）
な
ど
で
、

毎
年
11
月
の
酉
の
日

に
行
わ
れ
る
「
酉
の

市
」
は
、
商
売
繁
盛

を
願
う
行
事
で
「
福

を
と
り
こ
む
」
と
し

て
、
縁
起
物
の
熊
手

な
ど
が
売
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
鶏
は
夜
に
な
る
と
、

外
敵
か
ら
身
を
守
る
た
め
に
木
の
枝
に
と
ま
っ
て

眠
り
ま
す
が
、
と
ま
り
木
か
ら
決
し
て
落
ち
な
い

こ
と
か
ら
、「
業
績
が
落
ち
な
い
」「
試
験
に
落
ち

な
い
」
と
さ
れ
、
鶏
が
描
か
れ
た
絵
馬
な
ど
も
商

売
を
し
て
い
る
人
や
受
験
生
に
人
気
が
あ
り
ま
す
。

　
一
方
、「
お
酉
様
」
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る

鷲わ
し
の
み
や宮

神
社
（
栃
木
県
）
で
は
、
鎌
倉
幕
府
２
代
将

軍
の
源
頼
家
が
、
幼
少
の
頃
に
百
日
咳
に
か
か
っ

た
際
、
母
の
北
条
政
子
が
鶏
肉
と
卵
を
断
っ
て
祈

願
し
、
回
復
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

子こ

守も
り

金こ
ん

神
社
（
岐
阜
県
）
は
、
子
ど
も
の
百
日
咳

に
ご
利
益
の
あ
る
神
社
と
し
て
信
仰
さ
れ
、
全
快

す
る
と
鶏
の
焼
き
物
を
奉
納
す
る
風
習
が
あ
り
ま

す
。

　
鶏
は
夜
に
決
し
て
鳴
か
な
い
こ
と
か
ら
、
鶏
が

描
か
れ
た
絵
馬
は
夜
泣
き
封
じ
の
ご
利
益
も
あ
る

と
さ
れ
、
今
で
も
赤
ち
ゃ
ん
の
夜
泣
き
対
策
と
し

て
、「
枕
元
に
鶏
の
絵
を
逆
さ
ま
に
貼
る
」
と
い

う
お
ま
じ
な
い
が
あ
り
ま
す
。
昼
夜
の
逆
転
を
治

す
と
い
う
意
味
で
も
あ
る
そ
う
で
す
。

　
酉と

り

は
十
二
支
の
10
番
目
、
月
で
は
旧
暦
の

８
月
、
時
刻
は
午
後
５
時
か
ら
午
後
７
時
頃
、

西
の
方
角
と
な
り
ま
す
。「
酉
」
の
字
に
は
、
果

実
が
熟
す
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
動
物
で
は
鶏

が
あ
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
朝
の
訪
れ
を
告
げ
る
鶏
の
鳴
き
声
は
、
夜
に

活
動
す
る
悪
霊
や
魔
物
を
追
い
払
う
も
の
と
考

え
ら
れ
、
鶏
は
霊
鳥
と
し
て
神
聖
視
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
ま
た
、
現
在
は
品
種
改
良
に
よ
っ
て

一
年
中
卵
を
産
み
ま
す
が
、
本
来
鶏
は
冬
に
卵

を
産
ま
ず
、
春
に
な
る
と
産
み
始
め
る
習
性
が

あ
っ
た
た
め
、
春
の
訪
れ
を
告
げ
る
存
在
で
も

あ
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
鶏
は
好

機
や
幸
運
の
到
来
を
告
げ
る
縁
起
の
よ
い
動
物

と
さ
れ
て
い
ま

す
。

　
鶏
が
毎
朝
欠

か
さ
ず
鳴
く
の

は
、
鶏
に
備
わ

る
体
内
時
計
に

よ
っ
て
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
す
。

人
も
朝
の
光
を
浴
び
る
こ
と
で
、
体
内
時
計
が

リ
セ
ッ
ト
さ
れ
ま
す
。
酉
年
の
今
年
、
鶏
に
あ

や
か
っ
て
少
し
早
起
き
を
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

気
持
ち
の
い
い
朝
で
始
ま
る
毎
日
の
積
み
重
ね

で
、
健
康
で
幸
せ
な
１
年
に
な
り
ま
す
よ
う
に
。

　
日
本
で
は
古
く
か
ら
鶏
は
身
近
な
存
在
で
あ

り
、
現
存
す
る
日
本
最
古
の
歴
史
書
『
古
事
記
』

に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
天
の
岩
戸
神
話
」
に
も

登
場
し
て
い
ま
す
。

　
粗
暴
な
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
の
乱
行
に
姉
の

ア
マ
テ
ラ
ス
オ
オ
ミ
カ
ミ
が
怒
っ
て
天
の
岩
戸

に
隠
れ
て
し
ま
い
、

世
の
中
が
闇
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
た
め
、

八や

お

よ

ろ

ず

百
万
の
神
が
鶏
を

集
め
て
岩
戸
の
前
で

鳴
か
せ
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
こ
の

と
き
鶏
が
と
ま
っ
た

と
ま
り
木
が
鳥
居
の
起
源
だ
と
い
う
説
（
諸
説

あ
り
）
も
あ
り
ま
す
。

　
伊
勢
神
宮
（
三
重
県
）
で
は
20
年
に
一
度
、

社
殿
を
建
て
替
え
る
「
式
年
遷
宮
」
が
行
わ
れ

ま
す
。
そ
こ
で
も
っ
と
も
重
要
な
神
事
と
さ
れ

る
の
が
、神
が
新
宮
に
移
る
た
め
の
「
遷せ

ん

御ぎ
ょ

の
儀
」

で
す
。
こ
の
神
事
に
お
い
て
、
内な

い

宮く
う

で
は
「
カ

ケ
コ
ー
、
カ
ケ
コ
ー
、
カ
ケ
コ
ー
」、
外げ

宮く
う

で
は

「
カ
ケ
ロ
ー
、
カ
ケ
ロ
ー
、
カ
ケ
ロ
ー
」
と
、
鶏

の
鳴
き
声
を
ま
ね
た
「
鶏け

い

鳴め
い

三さ
ん

声せ
い

」
が
唱
え
ら

れ
ま
す
が
、こ
れ
は「
天
の
岩
戸
神
話
」に
な
ら
っ

た
も
の
。
伊
勢
神
宮
で
は
鶏
を「
神し

ん

鶏け
い

」と
し
て
、

石い
そ
の

上か
み

神じ
ん

宮ぐ
う

（
奈
良
県
）
で
も
「
御ご

神し
ん

鶏け
い

」
と
し
て
、

境
内
で
放
し
飼
い
に
し
て
い
ま
す
。

幸運の到来を告げる鶏神様を呼ぶ鶏の鳴
き声

鶏
の
ご
利
益
い
ろ
い
ろ

干支の話酉2017年




