
シ
リ
ー
ズ

前
回
よ
り

　

平
安
時
代
中
期
、
安
倍
晴
明
ら
官
人
陰

陽
師
と
は
別
に
、
民
間
人
で
も
陰
陽
師
と

し
て
活
動
す
る
者
た
ち
が
現
れ
て
い
ま
し

た
。
史
料
が
限
ら
れ
て
お
り
、
全
容
を
把

握
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
断
片
的

に
も
彼
ら
が
土
木
事
業
と
深
い
関
わ
り
を

持
っ
て
い
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
ま
す
。

各
時
代
に
お
け
る
彼
ら
の
活
動
の
様
子
を

見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

法ほ
う
し
お
ん
み
ょ
う
じ

師
陰
陽
師

　

さ
て
、
平
安
時
代
の
民
間
陰
陽
師
た
ち

は
、
法ほ
っ
た
い体
を
な
し
て
い
る
者
が
多
く
、
法

師
陰
陽
師
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
も
ち

ろ
ん
、
正
規
の
僧
侶
で
は
な
く
、
そ
う
し

た
姿
を
し
て
い
れ
ば
徴
税
を
ご
ま
か
せ
る

な
ど
都
合
の
よ
い
理
由
が
あ
っ
た
か
ら
の

よ
う
で
す
。

　

こ
う
し
た
彼
ら
の
台
頭
は
、
安
倍
晴
明

ら
官
人
陰
陽
師
た
ち
の
数
が
限
ら
れ
て
い

た
こ
と
が
背
景
に
あ
り
ま
す
。
前
回
に
触

れ
た
と
お
り
、
安
倍
晴
明
は
天
皇
や
大
貴

族
の
個
人
的
な
禊み
そ
ぎや
祓は
ら

い
を
行
っ
て
い
ま

し
た
が
、
そ
の
他
多
く
の
中
・
下
級
の
貴

族
た
ち
も
同
様
な
願
い
を
持
っ
て
お
り
、

官
人
陰
陽
師
だ
け
で
は
彼
ら
の
求
め
に
応

え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
う

し
て
発
生
し
た
の
が
民
間
陰
陽
師
だ
っ
た

の
で
す
。

　

ま
た
、
彼
ら
は
依
頼
人
の
敵
対
者
に
対

す
る
呪じ
ゅ
そ詛
も
引
き
受
け
て
お
り
、
ご
ろ
つ

き
扱
い
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
相
当
な
収

入
を
得
て
い
た
と
言
い
ま
す
。

大
地
へ
の
畏お
そ

れ

　

と
こ
ろ
で
、
中
世
以
前
の
人
々
は
、
大

地
を
人
為
的
に
変
え
る
こ
と
は
、
土
地
の

神
の
怒
り
を
招
く
た
め
、
土
木
事
業
を
行

う
際
に
は
、
神
々
の
怒
り
を
鎮
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
そ
し

て
、
そ
う
し
た
地
鎮
祭
を
行
い
得
た
の
が
、

陰
陽
師
た
ち
の
よ
う
な
特
殊
な
力
を
持
つ

と
認
識
さ
れ
て
い
た
人
々
で
し
た
。

秀
吉
に
よ
る
陰
陽
師
狩
り

　

文
禄
３
年
（
１
５
９
４
）、
豊
臣
秀
吉

は
京
都
、
大
坂
な
ど
の
民
間
の
陰
陽
師
を
、

尾
張
の
荒
地
開
墾
の
た
め
に
強
制
的
に
移

住
さ
せ
る
命
令
を
出
し
ま
し
た
。
こ
れ
は

木
曽
川
の
堤
防
決
壊
に
よ
っ
て
荒
廃
し
た

田
畑
の
復
旧
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

「
奉
公
も
仕
ら
ず
、
田
畠
も
つ
く
ら
ざ
る

も
の
」
と
認
識
さ
れ
て
い
た
陰
陽
師
た
ち

を
、
労
働
力
と
し
て
使し
え
き役
す
る
た
め
で
し

た
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
陰
陽

師
の
持
つ
呪
術
性
に
よ
っ
て
、
地
の
神
を

鎮
め
る
役
割
も
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

　

ち
な
み
に
、
尾
張
の
知
多
地
方
は
、
近

世
か
ら
近
代
に
か
け
て
活
動
し
た
出
稼
ぎ

土
木
職
人
で
あ
る
「
黒く
ろ
く
わ鍬
」
の
故こ

ち地
で
す

が
、
秀
吉
に
よ
っ
て
強
制
移
住
さ
せ
ら
れ

た
陰
陽
師
た
ち
が
、
そ
の
祖
先
に
あ
た
る

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

遠と
お
と
う
み
江
の
院い
ん
な
い内
村

　

山
本
義
孝
氏
の
『
陰
陽
師
と
山
伏
』
に

よ
れ
ば
、
遠
江
（
現
在
の
静
岡
県
西
部
）

に
は
「
院
内
（
印
内
）」
と
呼
ば
れ
た

民
間
宗
教
者
た
ち
の
村
が
、
天
正
11
年

（
１
５
８
３
）
の
時
点
で
11
カ
村
存
在
し

て
い
ま
し
た
。

　
「
院
内
」
と
は
、「
大
地
の
変
更
（
普
請
）

に
あ
た
っ
て
、
大
地
の
神
を
慰
撫
す
る
呪

術
的
役
割
を
担
っ
て
い
た
職
人
あ
る
い
は

芸
能
人
の
一
種
」
で
あ
り
、
遠
江
の
院
内

村
か
ら
は
、
近
世
中
期
に
は
陰
陽
師
や
山

伏
と
い
っ
た
宗
教
者
が
多
数
出
て
い
ま
す
。

　

院
内
村
は
、
徳
川
家
康
に
よ
っ
て
天
竜

川
流
域
か
ら
大
井
川
に
い
た
る
ま
で
の
平

野
部
に
配
置
さ
れ
、
そ
の
地
域
に
お
け
る

主
要
河
川
、
あ
る
い
は
城
に
隣
接
す
る
場

所
に
位
置
し
て
お
り
、
新
田
開
発
と
治
水
、

城
普
請
の
地
祭
り
や
諸
神
事
に
密
接
に
関

わ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

河
原
者
と
陰
陽
道
の
接
点

　

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
陰
陽
師
系
の
宗

教
者
の
ほ
か
に
も
、
占
い
や
呪
法
を
操
る

者
が
い
ま
し
た
。
例
え
ば
、「
河
原
者
」

と
呼
ば
れ
た
人
々
は
、
井
戸
や
池
を
掘
る

土
木
技
術
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、

室
町
時
代
の
善ぜ
ん
あ
み

阿
弥
の
よ
う
な
芸
術
的
作

庭
家
「
山せ
ん
ず
い
か
わ
ら
も
の

水
河
原
者
」
も
生
ま
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
善
阿
弥
の
嫡
孫
の「
又
四
郎
」は
、

『
植
樹
排
石
択
吉
凶
選
月
日
之
書
』
と
い

う
作
庭
に
関
す
る
占
い
書
を
所
持
し
て
い

ま
し
た
。

　

ま
た
、
あ
る
山
水
河
原
者
は
、「
方
形
の

庭
中
に
一
木
を
植
え
る
と
『
困
』
の
字
面
に

通
じ
て
よ
ろ
し
く
な
い
」
と
か
、「
女
は
陰

な
り
、
栽
う
る
と
こ
ろ
の
木
は
桜
な
り
、
桜

は
号
す
る
に
花
を
以
て
す
、
花
は
春
の
物
、

す
な
わ
ち
陽
な
り
、
陰
陽
相
対
し
て
尤
も

可
な
り
」
な
ど
と
述
べ
て
お
り
、
明
ら
か

に
陰
陽
思
想
に
基
づ
い
た
占
法
を
作
庭
に

用
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

土つ
ち
み
か
ど

御
門
家
の
陰
陽
師
支
配

　

さ
て
、
い
く
つ
か
民
間
の
陰
陽
師
な

ら
び
に
陰
陽
師
系
宗
教
者
な
ど
と
土
木

と
の
関
わ
り
を
見
て
き
ま
し
た
が
、
な

ぜ
彼
ら
が
安
倍
晴
明
伝
説
の
伝
道
者
に

な
っ
た
の
か
。
そ
の
大
き
な
要
因
が
土

御
門
家
に
よ
る
諸
国
陰
陽
師
支
配
に
あ

る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

室
町
時
代
に
「
土
御
門
家
」
を
名
乗
る

よ
う
に
な
っ
た
安
倍
氏
は
、
江
戸
時
代
の

天
和
２
年
（
１
６
８
２
）
に
そ
れ
ま
で
共

に
陰
陽
道
の
双
璧
を
な
し
て
い
た
師
匠
筋

で
あ
る
賀
茂
氏
を
服
従
さ
せ
る
に
い
た
り

ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
そ
の
一
年
後
の
天
和
３
年
に
は
、

「
諸
国
陰
陽
師
之
支
配
」
を
土
御
門
家
に

一
任
す
る
と
い
う
天
皇
の
勅ち

ょ
っ
き
ょ許、
お
よ
び

将
軍
綱
吉
に
よ
る
朱
印
状
も
出
さ
れ
、
朝

廷
と
幕
府
の
双
方
か
ら
土
御
門
家
に
よ
る

全
国
の
陰
陽
師
支
配
が
公
認
さ
れ
ま
し
た
。

進
む
陰
陽
師
支
配

　

翌
年
に
は
寺
社
奉
行
が
主
導
し
て
、
諸

宗
教
者
の
改
め
が
行
わ
れ
、
土
御
門
家
の

陰
陽
師
支
配
は
著
し
く
進
み
ま
し
た
。
土

御
門
家
は
祈
祷
や
占
い
な
ど
を
す
る
宗
教

者
は
、
陰
陽
師
で
あ
る
か
な
い
か
を
問
わ

ず
、
支
配
下
に
入
る
べ
き
と
主
張
し
、
門

人
と
な
っ
た
者
に
対
し
て
は
免
許
状
と
掟
お
き
て

を
付
与
し
、
門
人
は
土
御
門
家
に
貢
納
料

を
納
め
る
と
い
う
、
ま
る
で
花
道
や
茶
道

の
師
弟
の
よ
う
な
関
係
が
築
か
れ
ま
し
た
。

　

一
時
期
話
題
と
な
っ
た
高
知
県
の
い

ざ
な
ぎ
流
太
夫
の
旧
家
か
ら
も
土
御
門

家
の
免
許
状
が
見
つ
か
っ
て
お
り
、
全

国
規
模
に
支
配
が
及
ん
で
い
た
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。

陰
陽
師
た
ち
の
メ
リ
ッ
ト

　

し
か
し
、
土
御
門
家
の
支
配
下
に
入
る

こ
と
は
、
諸
国
の
陰
陽
師
た
ち
に
と
っ
て

メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
し
た
。
例
え
ば
末
端

の
陰
陽
師
が
修
験
者
と
の
争
論
に
巻
き
込

ま
れ
た
お
り
、
土
御
門
家
の
江
戸
役
所
が

寺
社
奉
行
に
訴
訟
を
お
こ
し
た
事
例
が
み

ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
他
教
と
の
争
い
な
ど
ト
ラ

ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
た
場
合
、
個
人
で
は

対
応
す
る
こ
と
が
困
難
で
も
、
土
御
門
家

の
力
を
借
り
て
組
織
的
に
闘
う
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
こ
れ
は
権
力
や
政
治
力
に
乏

し
い
者
た
ち
に
と
っ
て
は
、
大
き
な
支
え

に
な
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
な
ん
と
い
っ
て
も
安
倍
晴
明
流

の
陰
陽
道
を
名
乗
れ
れ
ば
、
祈
祷
や
占
い

の
「
売
り
上
げ
」
に
直
結
し
、
彼
等
の
生

活
を
支
え
る
上
で
大
変
重
要
で
し
た
。

晴
明
神
社
の
住
人

　

そ
の
こ
と
を
端
的
に
示
す
の
が
、
観
光

地
と
し
て
有
名
な
京
都
の
一
条
戻
り
橋
の

た
も
と
に
あ
る
晴
明
神
社
で
す
。
す
で
に

江
戸
時
代
に
は
晴
明
の
屋
敷
跡
と
し
て
各

名
所
図
会
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

実
は
「
愛あ

た
ご
や
ま

宕
山
の
僧
」
の
里
坊
だ
っ
た
こ

と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
晴
明

の
居
宅
が
あ
っ
た
の
は
、
現
在
の
京
都
ブ

ラ
イ
ト
ン
ホ
テ
ル
の
駐
車
場
で
、
戻
り
橋

の
晴
明
神
社
は
そ
も
そ
も
安
倍
晴
明
と
は

全
く
関
係
が
な
く
、
晴
明
ブ
ラ
ン
ド
を
活

用
し
た
世
渡
り
の
好
例
だ
っ
た
と
言
え
る

で
し
ょ
う
。

次
回
へ

　

さ
て
、
こ
う
し
て
彼
ら
は
安
倍
晴
明
の

名
の
下
に
、
各
地
で
活
動
す
る
と
と
も
に
、

晴
明
伝
承
も
そ
の
足
跡
と
し
て
残
し
て

い
っ
た
の
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
疑
問
が
残
り
ま
す
。

な
ぜ
、
井
戸
に
関
す
る
伝
承
が
突
出
し
て

多
い
の
で
し
ょ
う
か
。
前
述
し
た
よ
う
に
、

陰
陽
師
な
ど
の
宗
教
者
た
ち
は
開
墾
や
治

水
、
城
普
請
、
作
庭
な
ど
多
種
の
土
木
事

業
に
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
な
ら
ば
、
土
木

に
関
す
る
伝
承
も
、
種
々
ま
ん
べ
ん
な
く

伝
わ
る
の
が
自
然
で
、
小
松
和
彦
氏
の
言

う
よ
う
に
「
彼
ら
の
多
く
は
井
戸
掘
り
や

土
木
工
事
に
も
長
け
て
」
と
い
う
だ
け
で

は
、
説
明
が
つ
か
な
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。

　

な
ぜ
安
倍
晴
明
に
関
す
る
伝
承
は
、
井

戸
に
関
す
る
も
の
が
多
い
の
か
。
次
回
は
、

さ
ら
に
考
察
を
進
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
つ
づ
く
）

（
文
：
江
口
知
秀
）

図１：天保14年（１８４３）の印旛沼開削工事における黒鍬の図
（酒田市立光丘文庫所蔵（寄託）／光丘文庫デジタルアーカイブ　
続保定記１巻116コマ目より転載）
もっこで七十貫（約262㎏）もの土を担いだと書かれている

「芦屋道満大内鑑」の芦屋道満。晴明のライバルとして有名だが、道満という名の法師
陰陽師が、高階光子という中級貴族の禊祓を生業としていたことが確認されている

写真１：京都の一条戻り橋のたもとにある晴明神社（2011年撮影）

建設産業図書館通信Vol.88

安
倍
晴
明
と
井
戸 

　

  

そ
の
２ 

陰
陽
師
た
ち
と
土
木

70

EAST TIMES  2022 春号17 EAST TIMES  2022EAST TIMES  2022 春号 春号 1616


