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中
秋
の
名
月
に「
慰
霊
祭
」

采
女
神
社
は
春
日
大
社
の

末
社
で
、猿
沢
池
の
西
側
に
、

池
に
背
を
向
け
立
ち
ま
す
。

祭
神
は
采
女
命
で
す
。「
大

和
物
語
」
に
よ
る
と
、
奈
良

時
代
に
帝
に
仕
え
て
い
た
采

女
が
、
帝
の
寵
愛
が
薄
れ

た
こ
と
を
嘆
い
て
猿
沢
池
に

身
を
投
げ
、
そ
れ
を
か
わ
い

そ
う
に
思
っ
た
帝
が
人
々
に

歌
を
詠
ま
せ
た
と
あ
り
ま

す
。
後
に
采
女
の
霊
を
慰
め

る
た
め
、
猿
沢
池
の
ほ
と
り

に
社
が
た
て
ら
れ
ま
し
た

が
、
入
水
し
た
池
を
み
る
の

は
忍
び
な
い
と
一
夜
に
し
て

社
が
西
を
向
い
て
し
ま
っ
た

と
の
話
が
伝
わ
り
ま
す
。

ま
た
猿
沢
池
の
東
の
ほ
と

り
に
は
、
衣
掛
け
柳
の
石
碑

が
あ
り
、
采
女
が
入
水
す
る

際
に
衣
を
掛
け
た
と
伝
わ
る

柳
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。

毎
年
中
秋
の
名
月
の
日
、

采
女
の
御
霊
を
慰
め
る
た
め

「
采
女
祭
」が
行
わ
れ
ま
す
。

艶
や
か
な
天
平
衣
装
を
ま

と
っ
た
人
々
が
練
り
歩
く
花

扇
奉
納
行
列
か
ら
始
ま
り
、

そ
の
後
、
采
女
神
社
で
春
日

大
社
の
神
職
に
よ
っ
て
例
祭

が
厳
か
に
営
ま
れ
ま
す
。

や
が
て
日
が
暮
れ
る
と
雅

楽
が
流
れ
る
中
、
猿
沢
池
に

天
平
衣
装
に
身
を
包
ん
だ
人

々
が
乗
り
込
ん
だ
二
隻
の
管

絃
船
が
浮
か
べ
ら
れ
ま
す
。

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
は
花

扇
を
池
に
投
じ
、
采
女
の
霊

を
鎮
め
る
た
め
、
祈
り
を
さ

さ
げ
ま
す
。
月
夜
に
浮
か
ぶ

管
絃
船
は
幻
想
的
で
美
し

く
、
そ
の
様
子
を
見
る
た
め

に
、
猿
沢
池
周
辺
は
多
く
の

人
で
に
ぎ
わ
い
ま
す
。

（
奈
良
ま
ほ
ろ
ば
ソ
ム
リ
エ

の
会
会
員

横
山
真
紀
子
）

猿
沢
池
に
背
を
向
け
て
立
つ
采
女
神
社
‖
奈
良
市
で
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（
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（
交
通
）
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奈
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車
徒
歩
約

分

近
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観
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（
駐
車
場
）
な
し

（
電
話
）
０
７
４
２
・

・
７
７
８
８

（
春
日
大
社
）


